
i 序　説話文学と歴史史料の間に

序　

説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に

倉
本
一
宏

　

説
話
っ
て
い
っ
た
い
何
な
ん
だ
ろ
う
、
と
い
う
疑
問
は
、
古
典
文
学
と
い
う
も
の
に
触
れ
始
め
た
中
学
生
の
頃
か
ら
、
頭
の
中
か

ら
離
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
ま
あ
、
中
高
生
と
し
て
は
、『
源
氏
物
語
』
な
ん
か
に
比
べ
れ
ば
内
容
も
簡
単
だ
し
、
一
話
で
完
結

し
て
い
る
の
だ
か
ら
、
与
し
易
い
得
意
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
何
故
に
こ
の
よ
う
な
作
品
が
生
ま
れ
た
の
で
あ
ろ
う
、
作
者
の
意
図
は
奈
辺
に
あ
る
の
だ
ろ
う
と
い
う
根
本
的

な
疑
問
は
、
大
学
に
入
っ
て
か
ら
も
、
解
決
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
大
学
院
に
進
学
し
て
か
ら
は
、『
古
事
談
』
に
は
『
小
右

記
』
な
ど
の
古
記
録
を
原
史
料
と
し
て
成
立
し
た
説
話
も
あ
る
こ
と
を
知
る
に
及
び
、
ま
す
ま
す
説
話
に
つ
い
て
、
わ
け
が
わ
か
ら

な
く
な
っ
て
き
た
。

　

そ
の
一
方
で
は
、
説
話
や
「
歴
史
物
語
」
を
何
の
史
料
批
判
も
な
し
に
歴
史
史
料
と
し
て
用
い
た
平
安
朝
の
論
考
が
跋
扈
し
て
い

る
と
い
う
の
も
ま
た
、
学
界
の
現
状
で
あ
っ
た
。
私
自
身
は
、「
古
記
録
を
用
い
る
の
は
プ
ロ
の
歴
史
学
者
、
歴
史
物
語
の
よ
う
な

文
学
を
読
む
の
は
ア
マ
チ
ュ
ア
」
と
い
う
土
田
直
鎮
師
の
訓
戒
を
受
け
、
ひ
た
す
ら
古
記
録
の
解
読
に
力
を
注
ぎ
続
け
て
き
た
の
で

あ
る
が
、
や
は
り
説
話
の
こ
と
は
気
に
か
か
っ
て
い
た
の
で
あ
っ
た（「
歴
史
物
語
」
に
つ
い
て
は
、
な
る
べ
く
関
わ
ら
な
い
よ
う
に
し
て
き

た
）。

　

国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー（
日
文
研
）に
就
職
し
て
共
同
研
究
な
る
も
の
を
主
宰
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
立
場
に
立
っ
た
と
き
、
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ま
ず
は
日
記（
古
記
録
＋
仮
名
日
記
）を
総
合
し
た
共
同
研
究
会
を
立
ち
上
げ
た
の
は
、
自
然
な
流
れ
で
あ
っ
た
と
は
い
い
条
、
そ
の
次

の
共
同
研
究
会
の
テ
ー
マ
を
何
に
し
よ
う
か
と
悩
ん
だ
末
、
説
話
、
し
か
も
歴
史
史
料
と
し
て
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
文
学
と
し
て
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
両
サ
イ
ド
か
ら
、
同
じ
作
品
に
取
り
組
も
う
と
決
意
し
た
の
は
、
か
な
り
勇
気
の
い
る
決
断
で
あ
っ
た
。

　

そ
の
直
前
に
朝
日
新
聞
に
載
っ
た
上
野
千
鶴
子
さ
ん
の
エ
ッ
セ
イ
に
、
人
間
は
五
〇
歳
を
過
ぎ
る
と
自
分
の
過
去
の
業
績
を
な
ぞ

る
だ
け
に
な
る
、
そ
れ
を
回
避
す
る
に
は
未
知
の
分
野
に
踏
み
込
む
ほ
か
は
な
い
と
い
う
の
が
あ
っ
て
、
自
分
も
積
年
の
懸
案
に
取

り
組
も
う
と
思
い
立
っ
た
次
第
で
あ
る
。

　

い
っ
た
い
に
説
話
文
学
と
い
う
も
の
は
、
ど
の
よ
う
に
し
て
形
成
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
内
容
が
ま
っ
た
く
の
創
作
で
な
い
限

り
、
何
ら
か
の
出
来
事
が
起
こ
っ
て
、
そ
れ
が
口
承（
記
憶
と
伝
承
）も
し
く
は
文
字
史
料（
記
録
）に
よ
っ
て
留
め
ら
れ
、
そ
れ
が
い
く

た
び
か
の
変
遷
を
経
て
、
説
話
集
に
編
修
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
が
、
そ
の
具
体
的
な
経
緯
は
、
杳
と
し
て
謎
に
包
ま
れ
た
ま
ま
で

あ
る
。

　

と
い
う
わ
け
で
、
日
本
史
学
や
日
本
文
学
や
考
古
学
、
宗
教
学
、
文
化
史
学
の
研
究
者
を
集
め
て
、
説
話
と
い
う
素
材
を
そ
れ
ぞ

れ
の
立
場
で
分
析
し
、
こ
の
文
学
ジ
ャ
ン
ル
を
解
明
し
よ
う
と
い
う
の
が
、
本
研
究
会
の
趣
旨
で
あ
る
。
最
初
期
の
研
究
計
画
は
、

以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
。

文
学
作
品
と
し
て
の
「
説
話
集
」
に
収
め
ら
れ
た
説
話
、
お
よ
び
「
説
話
的
」
な
る
素
材
と
、
歴
史
史
料
と
の
関
連
を
追
究
す

る
。「
説
話
集
」
そ
の
も
の
と
歴
史
史
料
と
の
関
係
を
考
察
す
る
他
に
、
個
々
の
説
話（
お
よ
び
「
説
話
的
」
な
素
材
）と
、
そ
れ

に
関
連
す
る
歴
史
史
料
の
条
文
と
の
比
較
を
念
頭
に
置
い
て
、
研
究
を
進
め
る
。

お
よ
そ
日
本
に
お
け
る
説
話
文
学
は
、「
説
話
」
と
い
う
語
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
口
承
文
芸
で
は
な
く
、
特
定
の
原
史
料
を

持
つ
書
承
文
学
で
あ
っ
た
。
つ
ま
り
、
何
ら
か
の
書
物
か
ら
話
を
選
ん
で
、
そ
れ
を
書
き
写
し
た
も
の
を
集
積
し
た
も
の
が
、

「
説
話
集
」
と
呼
ば
れ
る
作
品
な
の
で
あ
る
。
な
お
、「
説
話
」
と
い
う
文
学
ジ
ャ
ン
ル
も
、
近
代
国
文
学
史
上
の
用
語
で
あ
る
。
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説
話
を
書
写
す
る
際
に
は
、
そ
れ
を
潤
色
し
た
り
、
加
筆
し
た
り
、
書
き
替
え
た
り
す
る
こ
と
も
行
な
わ
れ
た
が
、
同
系
統
の

説
話
は
、
元
は
一
つ
の
原
史
料
か
ら
様
々
に
派
生
し
た
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
い
。
口
承
文
芸
と
は
異
な
り
、
説
話
を
書
写

す
る
者
は
貴
族
層
で
あ
る
こ
と
が
多
い
の
で
、
古
記
録
類
を
参
照
す
る
機
会
も
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。

そ
の
結
果
、「
説
話
集
」
は
あ
た
か
も
確
実
な
史
実
を
記
録
し
た
歴
史
史
料
を
原
史
料
と
し
た
も
の
ば
か
り
で
あ
る
と
い
う
認

識
も
存
在
す
る
。
特
定
の
説
話
を
無
批
判
に
自
己
の
歴
史
叙
述
に
引
用
す
る
論
考
が
多
い
の
も
、
こ
う
い
っ
た
事
情
に
よ
る
も

の
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
個
々
の
説
話（
お
よ
び
「
説
話
的
」
な
素
材
）と
歴
史
史
料
と
の
関
係
は
、
個
々
に
考
察
す
る
必
要
の
あ
る
問
題

で
あ
る
。
ま
し
て
や
、「
説
話
集
」
全
体
と
歴
史
史
料
と
の
関
係
は
、
軽
々
に
論
じ
き
れ
る
も
の
で
は
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
そ
の
よ
う
な
検
証
作
業
を
独
力
で
行
な
う
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。「
説
話
集
」
の
研
究
を
専
門
に
行
な
っ
て
い

る
国
文
学
者
、
ま
た
「
説
話
集
」
の
作
ら
れ
た
時
代
の
歴
史
を
研
究
し
て
い
る
歴
史
学
者
、
さ
ら
に
は
個
々
の
説
話（
お
よ
び

「
説
話
的
」
な
素
材
）で
語
ら
れ
て
い
る
時
代
を
研
究
し
て
い
る
歴
史
学
者
の
英
知
を
結
集
し
て
こ
そ
、
こ
の
よ
う
な
学
際
的
・

総
合
的
な
知
の
営
み
が
可
能
と
な
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
外
国
に
お
け
る
説
話
の
存
在
形
態
や
歴
史
性
、
さ
ら
に
は
外
国
に
お
け
る
日
本
説
話
研
究
を
取
り
入
れ
て
こ
そ
、
真
に

国
際
的
な
研
究
を
集
積
で
き
る
と
い
う
こ
と
は
、
い
う
ま
で
も
な
い
。

本
研
究
会
に
お
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
分
野
に
お
け
る
第
一
人
者
と
称
さ
れ
る
研
究
者
、
第
一
線
で
活
躍
し
て
い
る
研
究
者
、

近
い
将
来
に
こ
の
分
野
の
中
心
と
な
る
で
あ
ろ
う
研
究
者
、
そ
し
て
外
国
在
住
の
研
究
者
を
一
堂
に
会
し
、
か
か
る
視
点
に
よ

る
研
究
発
表
を
積
み
重
ね
、
議
論
を
繰
り
返
し
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
説
話
と
歴
史
史
料
と
い
う
困
難
な
課
題
に
取
り
組
み

た
い
と
考
え
て
い
る
。

そ
の
成
果
は
、
研
究
会
終
了
後
の
論
集
に
よ
っ
て
世
に
問
う
つ
も
り
で
あ
る
。
ま
た
、
国
際
的
な
問
題
意
識
に
基
づ
く
研
究
集
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会
を
開
催
す
る
こ
と
も
視
野
に
入
れ
て
い
る
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
現
在
の
学
界
に
お
い
て
は
考
え
得
る
最
高
の
メ
ン
バ
ー
を
集
め
、
さ
ら
に
も
の
す
ご
い
大
家
を
ゲ
ス
ト
ス
ピ
ー

カ
ー
と
し
て
招
い
て
四
年
間
の
研
究
会
を
積
み
重
ね
て
き
た
、
つ
ま
り
歴
史
学
と
文
学
の
両
方
を
フ
ュ
ー
ジ
ョ
ン
し
た
集
団
と
し
て

は
史
上
最
高
の
研
究
会
で
あ
っ
た
こ
と
は
確
実
な
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
で
も
な
お
、
私
に
と
っ
て
説
話
と
は
何
で
あ
っ
た
の
か
と
い

う
疑
問
は
、
相
変
わ
ら
ず
ほ
と
ん
ど
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。

　

説
話
と
は
解
明
不
可
能
な
も
の
な
の
だ
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
と
い
う
こ
と
が
成
果
で
あ
る
な
ら
ば
、
事
は
簡
単
な
の
で
あ
る

が
、
そ
う
言
っ
て
し
ま
っ
て
は
元
も
子
も
な
く
な
る
。
い
や
は
や
、
学
問
と
い
う
も
の
は
行
き
着
く
先
が
な
く
、
前
途
は
茫
洋
と
し

て
寄
る
辺
な
い
の
で
あ
る
。

　

こ
の
ま
ま
で
は
、
次
の
研
究
会
は
何
を
テ
ー
マ
と
し
て
開
け
ば
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。「
歴
史
物
語
」
で
な
い
こ
と
は
確
か
で
あ

る
と
し
て
、
こ
れ
か
ら
も
歴
史
と
文
学
、
そ
し
て
日
本
と
関
わ
り
続
け
て
生
き
て
い
く
し
か
な
い
の
で
あ
る
。
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説
話
研
究
を
拓
く

─
説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に
◆
目
次

序　

説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に

第
一
部　

説
話
と
歴
史
史
料

歴
史
叙
述
と
し
て
の
説
話  

 

小
峯
和
明　
3

文
学
の
側
か
ら
読
ん
だ
公
家
日
記
─
『
明
月
記
』
の
月  

 

池
上
洵
一　
24

『
弘
安
源
氏
論
義
』
を
め
ぐ
る
故
実
と
物
語  

 

前
田
雅
之　
39

京
洛
の
境
界
線
─
文
学
・
古
記
録
に
お
け
る
平
安
京
の
内
外
認
識  

 

龔　
　

婷　
62

高
麗
文
宗
が
求
め
た
医
師  

 

榎
本　

渉　
69

第
二
部　

説
話
の
生
成

「
コ
ノ
話
ハ
蓋
シ
小
右
記
ニ
出
シ
ナ
ラ
ン
」
考 

─
『
小
右
記
』
と
説
話
と
の
間
に  

 

倉
本
一
宏　
77
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古
今
著
聞
集
と
文
体
─
漢
字
文
の
混
入
と
諸
相  

 

野
本
東
生　
111

紅
梅
殿
の
壷
と
編
纂
─
説
話
集
を
中
心
と
し
て  

 

藤
本
孝
一　
130

源
隆
国
の
才
と
説
話
集
作
者
の
資
質
を
め
ぐ
る
検
証
─
研
究
史
再
考
を
か
ね
て  

 

荒
木　

浩　
142

『
宇
治
拾
遺
物
語
』
の
吉
野
地
震
伝
承
─
大
己
貴
命
に
さ
か
の
ぼ
る  

 

保
立
道
久　
162

〝
和
歌
説
話
〟
覚
書  

 

中
村
康
夫　
167

足
利
安
王
・
春
王
の
日
光
山
逃
避
伝
説
の
生
成
過
程  

 

呉
座
勇
一　
172

新
し
い
世
界
の
神
話
─
中
世
の
始
ま
り  

 

古
橋
信
孝　
179

特　

集　

説
話
の
国
際
性

日
本
と
ベ
ト
ナ
ム
の
十
二
支
の
違
い  

 

グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・
ニ
ュ
ー　
187

丁
部
領
王
の
説
話
と
ベ
ト
ナ
ム
の
ホ
ア
ル
ー
祭  

 

ゴ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン　
191

『
三
国
遺
事
』
と
『
日
本
霊
異
記
』
の
観
音
説
話
に
つ
い
て  

 

宋　

浣
範　
198

ベ
ト
ナ
ム
の
『
禅
苑
集
英
』
に
お
け
る
夢
に
つ
い
て  

 

グ
エ
ン
・
テ
ィ
・
オ
ワ
イ
ン　
204

占
城
王
妃
の
叙
述
を
め
ぐ
っ
て  

 

佐
野
愛
子　
210

─
『
越
甸
幽
霊
集
録
』
お
よ
び
『
大
越
史
記
全
書
』
か
ら
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第
三
部　

内
在
す
る
歴
史
意
識

称
徳
天
皇
と
道
鏡
─
『
古
事
談
』
巻
一
巻
頭
話
考  

 

蔦
尾
和
宏　
219

『
長
谷
寺
験
記
』
編
纂
と
下
巻
三
十
話
の
役
割  

 

内
田
澪
子　
237

『
拾
遺
往
生
伝
』
の
歴
史
意
識
と
文
学
意
識  

 

川
上
知
里　
260

中
世
に
お
け
る
説
話
集
編
者
の
歴
史
認
識
─
『
古
事
談
』
と
『
古
今
著
聞
集
』  

 

松
薗　

斉　
281

「
宝
剣
説
話
」
を
耕
す
─
公
武
合
体
論
の
深
層  

 

関　

幸
彦　
305

戦
国
期
の
説
話
集
『
塵
塚
物
語
』  

 

五
味
文
彦　
323

歴
史
文
学
と
多
重
所
属
者
─
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
に
お
け
る
三
浦
胤
義
に
つ
い
て  

 

樋
口
大
祐　
339

変
貌
す
る
新
田
氏
表
象  

 

谷
口
雄
太　
346

─
「
足
利
庶
流
」（
足
利
一
門
）と
「
源
家
嫡
流
」（
非
足
利
一
門
）の
間
に

第
四
部　

説
話
の
変
容

日
記
と
説
話
文
学
─
円
融
院
大
井
川
御
幸
の
場
合  

 

伊
東
玉
美　
353

武
内
宿
禰
伝
承
の
展
開
─
武
内
宿
禰
神
格
化
の
様
相
を
中
心
に  

 

追
塩
千
尋　
371
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『
発
心
集
』
蓮
華
城
入
水
説
話
を
め
ぐ
っ
て  

 

木
下
華
子　
389

ヤ
マ
ト
タ
ケ
ル
研
究
の
新
し
い
可
能
性  

 

井
上
章
一　
411

─
同
性
愛
と
性
別
越
境
の
比
較
を
め
ぐ
っ
て

『
夷
堅
志
』
の
シ
ラ
ミ
と
『
古
今
著
聞
集
』
の
シ
ラ
ミ  

 

渡
辺
精
一　
416

新
し
く
作
ら
れ
る
歴
史
と
神
話  

 

魯　

成
煥　
420

研
究
会
の
記
録

説
話
・
史
料
名
索
引

執
筆
者
紹
介
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「
説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に
」

─
研
究
会
の
記
録�

（
代
表
：
倉
本
一
宏
）

《
二
〇
一
五
年
度
》

◆
第
一
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

五
月
十
六
日（
土
）

打
ち
合
わ
せ

五
月
十
七
日（
日
）

倉
本
一
宏
「
説
話
文
学
と
歴
史
史
料
の
間
に
─
花
山
院
説
話
を
め

ぐ
っ
て
」

荒
木　

浩
「
物
語
・
談
・
著
聞
集
─
説
話
集
の
語
り
と
史
料
性
」

◆
第
二
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

七
月
四
日（
土
）

古
橋
信
孝
「
文
学
史
に
お
け
る
中
世
の
始
ま
り
」

保
立
道
久
「
天
孫
降
臨
神
話
と
火
山
」

三
舟
隆
之
「『
日
本
霊
異
記
』
と
関
連
史
料
─
史
料
性
の
方
法
論
」

尾
崎　

勇
「『
治
承
物
語
』
の
今
様
を
う
た
う
徳
大
寺
実
定
の
意

味
」

七
月
五
日（
日
）

大
橋
直
義
「
伝
記
へ
の
執
心
─
『
扶
桑
略
記
』
の
あ
る
側
面
に
つ

い
て
」

横
田
隆
志
「
通
天
の
帯
の
献
上
説
話
─
『
今
昔
物
語
集
』
巻
二
十

六
第
12
話
を
め
ぐ
っ
て
」

上
野
勝
之
「
仏
教
説
話
と
そ
の
素
材
」

井
上
章
一
「
聖
徳
太
子
と
ネ
ス
ト
リ
ア
ン
」

◆
第
三
回　

於
・
東
京
大
学
文
学
部

八
月
二
十
九
日（
土
）

小
峯
和
明
「
東
ア
ジ
ア
の
説
話
世
界
─
第
三
極
の
説
話
・
話
芸
論

へ
」

伊
東
玉
美
「
日
記
と
説
話
文
学
─
円
融
院
大
井
川
御
幸
の
場
合
」

錦　
　

仁
「
和
歌
の
名
所（
歌
枕
）と
い
う
説モ

ノ
ガ
タ
リ話

」

マ
ヤ
・
ケ
リ
ア
ン“History of Post-W

orld W
ar II Consum

ption: 
Japan  and Bulgaria”

八
月
三
十
日（
日
）

谷
口
雄
太
「
中
世
に
お
け
る
吉
良
氏
と
高
氏
─
室
町
期
南
九
州
史

料
に
見
え
る
伝
承
と
史
実
」

加
藤
謙
吉
「
山
背
秦
氏
の
祖
先
伝
承
─
秦
公
酒
と
秦
大
津
父
」
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渡
辺
精
一
「『
夷
堅
志
』
の
示
唆
す
る
も
の
─
『
古
今
著
聞
集
』・

『
徒
然
草
』・
花
咲
か
じ
じ
い
」

◆
第
四
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

十
月
十
七
日（
土
）

曾
根
正
人
「
平
安
初
期
仏
教
と
五
台
山
─
『
日
本
霊
異
記
』
上
巻

第
五
縁
の
五
台
山
記
事
が
持
つ
意
味
」

関　

幸
彦
「
説
話
三
題
─
歴
史
学
と
の
回
路
を
さ
ぐ
る
」

魯　

成
煥
「
越
境
す
る〈
日
本
神
話
〉─
韓
国
に
お
け
る
高
天
原
」

藤
本
孝
一
「
中
世
絵
巻
の
鑑
賞
方
法
─
信
貴
山
縁
起
絵
巻
を
中
心

に
」

十
月
十
八
日（
日
）

蔦
尾
和
宏
「『
古
事
談
』
巻
五
巻
頭
話
覚
書
」

多
田
伊
織
「
古
代
仏
教
は
だ
れ
の
た
め
の
も
の
か
─
言
語
か
ら
見

る
『
日
本
霊
異
記
』」

山
下
克
明
「
式
神
と
陰
陽
師
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」

五
月
女
肇
志
「『
古
今
著
聞
集
』
と
古
記
録
」

◆
第
五
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

一
月
九
日（
土
）

榎
本　

渉
「
文
書
・
日
記
・
説
話
に
お
け
る
高
麗
文
宗
請
医
事
件
」

野
本
東
生
「『
古
今
著
聞
集
』
と
文
体
」

佐
藤　

信
「『
出
雲
国
風
土
記
』
の
説
話
世
界
」

野
上
潤
一
「
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』
に
よ
る
説
話
の
資
料
化
と

そ
の
享
受
に
つ
い
て
─
羅
山
の
学
問
と
近
世
前
期
学
問
史
に

お
け
る
一
展
開
を
め
ぐ
っ
て
」

一
月
十
日（
日
）

内
田
澪
子
「『
長
谷
寺
験
記
』
享
受
の
一
端
」

グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・
ニ
ュ
ー
「
ベ
ト
ナ
ム
の
昔
話
に
見
ら

れ
る
モ
チ
ー
フ（
今
昔
物
語
を
対
象
と
し
て
）」

樋
口
大
祐
「
慈
光
寺
本
『
承
久
記
』
の
視
点
に
つ
い
て
」

前
田
雅
之
「
今
昔
物
語
集
の
享
受
か
ら
説
話
と
歴
史
の
関
係
を
論

ず
る
─
本
朝
通
鑑
・
近
代
国
学
・
国
文
学
・
芥
川
龍
之
介
」

◆
第
六
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

三
月
五
日（
土
）

呉
座
勇
一
「
北
条
義
時
追
討
院
宣
は
実
在
し
た
の
か
─
慈
光
寺
本

『
承
久
記
』
の
再
検
討
」

松
薗　

斉
「
藤
原（
九
条
）道
家
と
説
話
世
界
─
『
古
今
著
聞
集
』

と
『
比
良
山
古
人
霊
託
』
を
め
ぐ
っ
て
」

加
藤
友
康
「
古
事
談
に
お
け
る
古
記
録
の
抄
録
─
貴
族
た
ち
が
共

有
し
た
「
世
界
」」

佐
野
愛
子
「『
粤え

つ

甸で
ん

幽
霊
集
録
』
の
編
纂
を
め
ぐ
っ
て
」

三
月
六
日（
日
）

木
下
華
子
「『
発
心
集
』
蓮
華
城
入
水
説
話
を
め
ぐ
っ
て
」

中
町
美
香
子
「『
今
昔
物
語
集
』
巻
第
二
十
七
第
九
話
の
史
実
性
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を
め
ぐ
っ
て
」

追
塩
千
尋
「
壱
演（
8
0
3
～
8
6
7
）の
寺
院
創
建
伝
承
を
め

ぐ
っ
て
」

中
村
康
夫
「
和
歌
と
歴
史
─
和
歌
説
話
と
は
何
か
」

《
二
〇
一
六
年
度
》

◆
第
一
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

六
月
四
日（
土
）

追
塩
千
尋
「
武
内
宿
禰
伝
承
の
展
開
─
『
古
今
著
聞
集
』
武
内
宿

禰
説
話
の
意
義
と
そ
の
背
景
」

古
橋
信
孝
「
大
和
物
語
に
お
け
る
歴
史
と
文
学
」

六
月
五
日（
日
）

井
上
章
一
「「
百
合
若
大
臣
」
を
め
ぐ
っ
て
」

◆
第
二
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

七
月
九
日（
土
）

三
舟
隆
之
「『
東
大
寺
諷
誦
文
稿
』・『
日
本
霊
異
記
』・『
日
本
感

霊
録
』
の
成
立
と
そ
の
性
格
」

多
田
伊
織
「
言
葉
と
信
仰
─
『
日
本
霊
異
記
』
周
辺
の
言
語
環

境
」

七
月
十
日（
日
）

龔　
　

婷
「
京
洛
の
境
界
線
─
文
学
・
古
記
録
に
お
け
る
平
安
京

の
「
内
と
外
」
の
認
識
変
化
に
つ
い
て
」

倉
本
一
宏
「「
コ
ノ
話
ハ
蓋
シ
小
右
記
ニ
出
シ
ナ
ラ
ン
」
考
─

『
小
右
記
』
と
説
話
と
の
間
に
」

◆
第
三
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

九
月
十
日（
土
）

東　

真
江
「
説
話
と
考
古
学
─
雲
陽
誌
を
中
心
に
」

仁
藤
敦
史
「『
日
本
霊
異
記
』
に
み
る
他
界
観
─
黄
泉
の
国
か
ら

地
獄
へ
の
転
換
」

九
月
十
一
日（
日
）

加
藤
友
康
「
古
事
談
の
情
報
源
─
古
記
録
が
筆
録
し
た
情
報
と

「
言
談
」
へ
の
変
容
の
検
討
を
通
し
て
考
え
る
」

グ
エ
ン
・
テ
イ
・
オ
ワ
イ
ン
「
ベ
ト
ナ
ム
の
漢
文
説
話
に
お
け
る

高
僧
に
つ
い
て
─
『
禅
苑
集
英
』
を
中
心
に
」

◆
第
四
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

十
二
月
十
日（
土
）

尾
崎　

勇
「
源
頼
朝
の
旗
揚
げ
を
め
ぐ
る
説
話
の
側
面
─
『
愚
管

抄
』
と
『
平
家
物
語
』
と
の
あ
い
だ
」

五
味
文
彦
「
説
話
と
日
記
の
は
ざ
ま
」

十
二
月
十
一
日（
日
）

蔦
尾
和
宏
「『
古
事
談
』
巻
一
巻
頭
話
考
」

野
本
東
生
「『
古
今
著
聞
集
』「
哀
傷
」
考
─
実
録
意
識
を
支
え
る

も
の
」
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《
二
〇
一
七
年
度
》

◆
第
一
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

七
月
八
日（
土
）

鈴
木
貞
美
「「
説
話
」
概
念
：
文
学
・
歴
史
・
文
化
史
」

松
薗　

斉
「
中
世
に
お
け
る
説
話
集
作
者
の
歴
史
意
識
に
つ
い

て
」

内
田
澪
子
「『
仮
名
貞
観
政
要
』
の
周
辺
か
ら
」

関　

幸
彦
「
武
家
・
宝
剣
説
話
の
諸
相
」

曾
根
正
人
「
ア
ジ
ア
仏
教
に
お
け
る
因
果
応
報
教
説
と
説
話
─
因

果
応
報
教
説
の
占
め
る
教
義
的
位
置
と
教
義
テ
キ
ス
ト
と
し

て
の
説
話
の
意
義
」

◆
第
二
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

九
月
九
日（
土
）

上
野
勝
之
「
霊
験
的
事
実
の
記
録
と
そ
の
伝
承
」

佐
野
愛
子
「
占
城
王
妃
祭
祀
考
」

池
上
洵
一
「
文
学
の
側
か
ら
読
ん
だ
公
家
日
記
」

野
上
潤
一
「
林
羅
山
『
本
朝
神
社
考
』
に
よ
る
説
話
の
資
料
化
と

そ
の
享
受
に
つ
い
て
─
羅
山
の
学
問
と
近
世
前
期
学
問
史
に

お
け
る
一
展
開
を
め
ぐ
っ
て
」

藤
本
孝
一
「
紅
梅
殿
の
壺
と
編
纂
─
説
話
集
を
中
心
と
し
て
」

◆
第
三
回　

於
・
国
立
公
文
書
館
、
明
治
大
学

十
二
月
九
日（
土
）

国
立
公
文
書
館
見
学（
古
記
録
・
説
話
の
閲
覧
・
撮
影
）

樋
口
大
祐
「
転
生
す
る
『
太
平
記
』
─
『
近
世
太
平
記
』
を
中
心

に
」

保
立
道
久
「
大
安
寺
・
石
清
水
と
早
良
親
王
─
河
陽
離
宮
か
ら
生

ま
れ
た
も
の
」

前
田
雅
之
「
古
典
的
公
共
圏
の
成
立
期
と
し
て
の
後
嵯
峨
院
時
代

の
役
割
と
意
味
」

山
下
克
明
「
平
安
後
期
の
宿
曜
道
と
属
星
秘
法
伝
承
」

川
上
知
里
「『
拾
遺
往
生
伝
』
の
史
実
性
と
文
学
性
」

◆
第
四
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

二
月
十
日（
土
）

木
下
華
子
「『
発
心
集
』
巻
七
─
一
二
「
心
戒
上
人
不
留
跡
事
」

に
つ
い
て
」

五
月
女
肇
志
「『
百
人
一
首
』
と
説
話
」

大
橋
直
義
「
花
山
院
と
那
智
・
西
国
巡
礼
」

ゴ
・
フ
ォ
ン
・
ラ
ン
「
丁
部
領
王
の
説
話
と
ホ
ア
ー
ル
ー
祭
」

《
二
〇
一
八
年
度
》

◆
第
一
回　

於
・
国
立
国
会
図
書
館
、
明
治
大
学

七
月
七
日（
土
）
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石
川
久
美
子
「「
み
や
び
」
の
伝
播
伝
承
」

白　

雲
飛
「
不
思
議
な
「
鵲
」
の
話
─
中
国
の
歴
史
書
・
民
間
伝

説
か
ら
『
今
昔
』
へ
」

グ
エ
ン
・
ヴ
ー
・
ク
イ
ン
・
ニ
ュ
ー
「
日
本
の
五
節
句
と
そ
の
ベ

ト
ナ
ム
の
伝
説
」

久
葉
智
代
「
万
葉
集
に
み
る
「
み
や
こ
」
と
「
ひ
な
」
へ
の
意

識
」

小
峯
和
明
「
再
び
：
第
三
極
の
説
話
・
話
芸
論
へ
─〈
説
話
本
〉の

提
唱
」

◆
第
二
回　

於
・
国
際
日
本
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー

十
月
二
十
日（
土
）

榎
本　

渉
「
高
麗
僧
了
然
法
明
来
日
説
の
生
成
過
程
に
つ
い
て
」

谷
口
雄
太
「
甲
斐
武
田
氏
の
対
足
利
氏
観
」

中
町
美
香
子
「『
今
昔
物
語
集
』
の
平
安
京
と
「
上
わ
た
り
」「
下

わ
た
り
」」

荒
木　

浩
「『
安
養
集
』
と
源
隆
国
の
世
界
観
再
考
」

呉
座
勇
一
「
足
利
安
王
・
春
王
の
日
光
山
逃
避
伝
説
の
生
成
過
程
」
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谷 口 雄 太（たにぐち ゆうた）
（114年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位取得満期退学．博士（文学）．東京大学大
学院人文社会系研究科研究員．

「足利一門再考」（『史学雑誌』（11－（1，11（1年），「中世後期武家の対足利一門観」（『日本歴史』111，
11（1年），「足利時代における血統秩序と貴種権威」（『歴史学研究』111，11（1年）．

伊 東 玉 美（いとう たまみ）
（11（年生．東京大学大学院人文科学研究科博士課程修了．博士（文学）．白百合女子大学文学部教授．

『新注古事談』（浅見和彦と共に責任編集，笠間書院，11（1年），『新版発心集 上・下 現代語訳付き』
（浅見和彦と共訳注，KADOKAWA，11（4年），『ビギナーズ・クラシックス 日本の古典 宇治拾遺
物語』（編，KADOKAWA，11（1年）．

追 塩 千 尋（おいしお ちひろ）
（141年生．北海道大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学．北海学園大学人文学部教授．

『中世南都の僧侶と寺院』（吉川弘文館，1111年），『中世南都仏教の展開』（吉川弘文館，11（（年），『中
世説話の宗教世界』（和泉書院，11（1年）．

木 下 華 子（きのした はなこ）
（115年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了．博士（文学）．ノートルダム清心女子大
学文学部日本語日本文学科准教授．

『鴨長明研究─表現の基層へ』（勉誠出版，11（5年），「『源家長日記』の方法と始発期の後鳥羽院像」
（『国語と国文学』11─ 4 号，11（1年 4 月），「道程を叙述する文体─『山家集』中国・四国関係歌群
と『無名抄』から」（『西行学』 1 号，11（1年 1 月）．

井 上 章 一（いのうえ しょういち）
（155年生．京都大学大学院工学研究科修士課程修了．工学修士．国際日本文化研究センター教授．

『日本に古代はあったのか』（角川学芸出版，1111年），『伊勢神宮と日本美』（講談社，11（1年），『学
問をしばるもの』（編著，思文閣出版，11（1年）．

渡 辺 精 一（わたなべ せいいち）
（151年生．國學院大学大学院文学研究科博士後期課程修了．

『素書』（明徳出版社，（111年），『三国志人物事典』（講談社，（111年），『ビジュアル版 史記物語』（講
談社，111（年）．

魯   成 煥（ノ ソンファン）
（155年生．大阪大学大学院文学研究科博士後期課程修了．博士（文学）．韓国蔚山大学日本学科教授．

『古事記』（ソウル，民俗苑，1111年），『日本神話と古代韓国』（ソウル，民俗苑，11（1年），『日本神
話の中の新羅人伝承』（ソウル，民俗苑，11（4年）．



v執筆者紹介

蔦 尾 和 宏（つたお かずひろ）
（111年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了．博士（文学）．専修大学文学部教授．

『院政期説話文学研究』（若草書房，11（5年）．

内 田 澪 子（うちだ みおこ）
（114年生．神戸大学大学院文化学研究科博士課程修了．博士（文学）．お茶の水女子大学グローバルリー
ダーシップ研究所研究協力員．

「『十訓抄』序文再読」（『日本文学』111号，11（1年），「縁起の〈縁起〉─『長谷寺縁起文』成立周辺」
（『論集 中世・近世説話と説話集』和泉書院，11（4年），「一生涯草紙系『西行物語』考」（『國語と國
文学』15巻（（号，11（1年）．

川 上 知 里（かわかみ ちさと）
（111年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学．博士（文学）．尚絅大学文化言語学
部助教．

「『今昔物語集』非仏法部の形成─巻十「震旦付国史」を中心に」（『国語と国文学』1（－ 4 ，11（4年），
「『今昔物語集』巻三十 「本朝付雑事」 論─仏教と恋との狭間」（『東京大学国文学論集』（1，11（5年），
「『打聞集』論」（『国語と国文学』14－ 1 ，11（1年）．

松 薗   斉（まつぞの ひとし）
（151年生．九州大学大学院文学研究科博士後期課程満期終了退学．博士（文学）．愛知学院大学文学
部教授．

『日記の家─中世国家の記録組織』（吉川弘文館，（111年），『王朝日記論』（法政大学出版局，1111年），
『中世禁裏女房の研究』（思文閣出版，11（1年）．

関   幸 彦（せき ゆきひこ）
（151年生．学習院大学大学院人文科学研究科博士課程修了．日本大学文理学部教授．

『百人一首の歴史学』（NHK出版，1111年），『その後の東国武士団』（吉川弘文館，11（（年），『承久の
乱と後鳥羽院』（〈敗者の日本史〉シリーズ，吉川弘文館，11（1年）．

五 味 文 彦（ごみ ふみひこ）
（141年生．東京大学大学院人文科学研究科博士課程中途退学．博士（文学）．東京大学名誉教授．

『院政期社会の研究』（山川出版社，（114年），『書物の中世史』（みすず書房，1111年），『文学で読む
日本の歴史』（山川出版社，11（1年）．

樋 口 大 祐（ひぐち だいすけ）
（111年生．東京大学文学部人文社会系研究科博士課程修了．博士（文学）．神戸大学大学院人文学研
究科教授．

『乱世のエクリチュール─転形期の人と文化』（森話社，1111年），『変貌する清盛─ 『平家物語』
を書きかえる』（吉川弘文館，11（（年），「一八七四年の 「台湾危機」 ─回避した戦争をめぐる諸言
説について」（井上泰至編『近世日本の歴史叙述と対外意識』勉誠出版，11（1年）．



iv

NGUYEN VU QUYNH NHU（グエン・ヴー・クイン・ニュー）
（111年生．ベトナム国家大学ホーチミン市人文社会科学大学文学学部博士修了．ベトナム国家大学ホー
チミン市人文社会科学大学日本学部講師．国際日本文化研究センター外来研究員．

『古くて新しいもの─ベトナム人の俳句観から日本文化の浸透を探る』（口述，国際日本文化研究セ
ンター，11（1年），「ベトナム人と俳句」（『跨境 日本語文学研究』11（1年），「Thơ haiku thời kỳ toàn 
cầu hóa（グロバール時代における俳句）」（『越日関係45年の成果と展望』ベトナムアカデミー，東北
アジア研究，11（1年）．

NGO HUONG LAN（ゴ・フォン・ラン）
（111年生．ベトナム社会科学アカデミー附属社会科学学院言語学部比較言語学研究科博士後期課程修
了．博士（言語学）．ベトナム社会科学アカデミー附属東北アジア研究所日本研究センター副所長・
重要研究員．

『レジリエンス社会構築・ベトナムと日本との協力』（ハノイ国家大学出版社， 11（1年），「日本と韓国
における社会関係資本」（『東北アジア研究雑誌』1（1号，11（1年（（月），「祭礼─コミュニティーの歴
史や文化空間を再現する場：ベトナムのホア・ルー祭と日本の祇園祭を中心に」（『東北アジア研究雑
誌』1（4号，11（1年（1月）．

宋   浣 範（ソン ワンボム）
（115年生．東京大学大学院人文社会研究科博士後期課程修了．博士（文学）．韓国高麗大学GLOBAL
日本研究院教授．

「融・複合的日本学としての“歴史地震学”─“災難学”についての提言」（『日本学報』（11号，11（4年），
「「東アジア安全共同体論」序説」（学習院女子大学国際学研究所叢書『調和的秩序形成の課題』御茶
の水書房，11（1年），「 1 世紀における倭国の外征や内戦の‘戦後処理’と日本の誕生」（『日本思想』11号，
11（1年）．

NGUYEN THI OANH（グエン・ティ・オワイン）
（151年生．ハノイ師範大学大学院博士課程修了．博士（文学）．ハノイ・タンロン大学外国語部日本
言語部門准教授．

「ベトナムの漢文説話における鬼神について─『今昔物語集』と『捜神記』との比較」（小峯和明編
『東アジアの今昔物語集─翻訳・変成・予言』勉誠出版，11（1年），「ベトナムと日本における法華
経信仰─古典から探る」（浅田徹編『日本化する法華経』勉誠出版，11（1年），「ベトナムの漢文説
話における「夢」とその資料」（荒木浩編『夢と表象─眠りとこころの比較文化史』勉誠出版，
11（1年）．

佐 野 愛 子（さの あいこ）
（111年生．明治大学大学院文学研究科博士後期課程在学中．修士（文学）．明治大学大学院文学研究
科博士後期課程院生．

「『禅苑集英』における禅学将来者の叙述法」（小峯和明監修『東アジアの文化圏』シリーズ日本文学
の展望を拓く （ ，笠間書院，11（1年），「『粤甸幽霊集録』における神─モンゴルの侵略を通して」

（『立教大学日本学研究所年報』（1，11（5年）．
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野 本 東 生（のもと とうせい）
（111年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程満期退学．博士（文学）．北海道大学大学院文
学研究科准教授．

「閑居反の結縁意識」（『東京大学国文学論集』 1 ，11（（年 1 月），「十訓抄における叙述方法─類比
的装い」（『国語と国文学』11－ 4 ，11（1年 4 月）．

藤 本 孝 一（ふじもと こういち）
（145年生．法政大学大学院人文学科研究科博士課程修了．博士（文学）．龍谷大学文学部客員教授．

『中世史料学叢論』（思文閣出版，1111年），『国宝 『明月記』 と藤原定家の世界』（臨川書店，11（1年），
『定家本源氏物語 行幸・早蕨』（編，八木書店，11（1年）．

荒 木   浩（あらき ひろし）
（151年生．京都大学大学院文学研究科博士後期課程中退．博士（文学）．国際日本文化研究センター
教授・総合研究大学院大学教授．

『説話集の構想と意匠 今昔物語集の成立と前後』（勉誠出版，11（1年），『かくして『源氏物語』が誕
生する─物語が流動する現場にどう立ち会うか』（笠間書院，11（4年），『徒然草への途─中世び
との心とことば』（勉誠出版，11（1年）．

保 立 道 久（ほたて みちひさ）
（141年生．東京都立大学人文科学研究科修士課程修了．修士．東京大学名誉教授．

『歴史学をみつめ直す─封建制概念の放棄』（校倉書房，1114年），『中世の国土高権と天皇・武家』（校
倉書房，11（5年），『現代語訳 老子』（ちくま新書，11（1年）．

中 村 康 夫（なかむら やすお）
（141年生．神戸大学大学院文学研究科修士課程修了．博士（文学）．国文学研究資料館名誉教授・総
合研究大学院大学名誉教授．

『袋草紙考証』歌学編／雑談編（和泉書院，（111／（11（年），『栄花物語の基層』（風間書房，1111年），
『皇位継承の記録と文学─『栄花物語』の謎を考える』（臨川書店，11（1年）．

呉 座 勇 一（ござ ゆういち）
（111年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程修了．博士（文学）．国際日本文化研究センター
助教．

『日本中世の領主一揆』（思文閣出版，11（4年），『応仁の乱』（中央公論新社，11（1年），「永享九年の 「大
乱」」（植田真平編著『足利持氏』戎光祥出版，11（1年，初出11（1年）．

古 橋 信 孝（ふるはし のぶよし）
（141年生．東京大学大学院人文科学研究科後期課程修了．博士（文学）．武蔵大学名誉教授．

『古代和歌の発生』（東京大学出版会，（111年），『日本文学の流れ』（岩波書店，11（1年），『平安期日
記文学総説─一人称の成立と展開』（臨川書店，11（1年）．
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倉 本 一 宏（くらもと かずひろ）
（151年生．東京大学大学院人文科学研究科博士課程単位修得退学．博士（文学，東京大学）．国際日
本文化研究センター教授・総合研究大学院大学教授．

『日本古代国家成立期の政権構造』（吉川弘文館，（111年）．『摂関政治と王朝貴族』（吉川弘文館，
1111年），『『御堂関白記』の研究』（思文閣出版，11（1年）．

小 峯 和 明（こみね かずあき）
（141年生．早稲田大学大学院文学研究科博士課程修了．文学博士．立教大学名誉教授，中国人民大学
高端外国専家．

『説話の森』（岩波現代文庫，111（年），『中世日本の予言書』（岩波新書，1111年），『遣唐使と外交神話』
（集英社新書，11（1年）．

池 上 洵 一（いけがみ じゅんいち）
（111年生．東京大学大学院文学研究科博士課程単位修得中退．博士（文学）．神戸大学名誉教授．

『池上洵一著作集』全 4 巻（和泉書院，第 （ ・ 1 巻，111（年／第 1 ・ 4 巻，1111年）．

前 田 雅 之（まえだ まさゆき）
（154年生．早稲田大学大学院文学研究科博士後期課程単位取得退学．博士（文学）．明星大学人文学
部日本文化学科教授．

『なぜ古典を勉強するのか』（図書出版文学通信，11（1年），『書物と権力』（吉川弘文館，11（1年），『画
期としての室町─政事・宗教・古典学』（編著，勉誠出版，11（1年）．

龔   婷（きょう てい）
（111年生．奈良女子大学人間文化研究科博士前期課程修了．修士（文学）．総合研究大学院大学文化
科学研究科国際日本研究専攻博士後期課程在学中．

榎 本   渉（えのもと わたる）
（114年生．東京大学大学院人文社会系研究科博士課程単位修得退学．博士（文学，東京大学）．国際
日本文化研究センター准教授・総合研究大学院大学准教授．

『東アジア海域と日中交流─ 1 ～（4世紀』（吉川弘文館，1111年），『僧侶と海商たちの東シナ海』（講
談社選書メチエ，11（1年），『南宋・元代日中渡航僧伝記集成 附 江戸時代における僧伝集積過程の
研究』（勉誠出版，11（1年）．

倉 本 一 宏→別掲
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