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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
ー

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

河

合

隼

雄
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は

じ

め

に

今

回

の
私

の
発

表

の

テ
ー

マ
は

、
大

き

過

ぎ

る

よ

う

に
聞

こ
え

る

か

も

知
れ

ま
せ

ん
。
し

か
し

、

私

は
和

歌

の
起

源

の
問

題

が

い
か

に
大

き

く

、
無

尽
蔵

な
も

の

で
あ

る

事

か

を

よ

く

認
識

し

て

い

る

つ
も

り

で
す

。

今

、
日
本

の
方

々

の
前

で
、

こ

の
よ

う

な

テ
ー

マ
で
発

表

す

る

の

は
僣
越

か
と

は
存

じ
ま
す

が

、
私

に
と

り

ま
し

て

一
番
興
味

深

い
点

、

日
本
文

化

の
研
究
と

、
自
分

の
文

化
経

験

か
ら
来

る
印
象

を
重

ね

て
、

私

の
考

え
た

事
を
述

べ
さ
せ

て
頂

く

機

会

を

得

て
、

ま

こ
と

に
嬉

し

く

思

っ
て
お

り
ま
す

。



e

和
歌

の
起

源
は
各

国

の
詩

(
ポ

エ
ト
リ
)
と

同

じ

よ

う

に

、
大

昔

の
神

話

と

儀

礼

の
時

代

に
逆

る

の
は
云

う
迄
も

な

い
事

で
す

。

ア
リ

ス
ト

テ

レ

ス
の
言

葉

を

借

り

て
云

う

と

、
神

話

の

世
界

は

「
光

の
よ

う

に
意
味

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
に
よ

っ
て
照

ら

さ
れ

て

い
ま

す
」
。
ど

ん

な
文

化

に

お

い

て
も

、
そ

の
世

界
が

そ
れ

か
ら

の
歴
史

、
文

学

、

エ
チ

ケ

ッ
ト
等

の
主

な
文

化

的
意

識

と

、

文
化

活
動

の
源

と
成

っ
て
来

る
と
考

え

て
も
差

し
支

え
あ
り

ま

せ
ん
。

神

話

の
世
界

は
、
ど

こ

で
も
構

成
上

の
類
似

し

た
要

素

で
成

り

立

っ
て

い
ま

す

が

、
神

話

の

世
界

に
源

を
持

つ
各
国

の
文
化

は
、
そ
れ
ぞ

れ
独
特

の
姿

と

性

格

を

持

ち

、

そ

し

て
、

そ

れ

は

時
代

と
事
情

の
変

化

に
応

じ

て
、
前
代

の
遺
産

、
詩

的

思

想

、
詞

の
転

義

的

な

使

い
方

、
昔

か

ら
続

く
意
味

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
を

変
貌

さ
せ

な
が

ら
、
成

長

し

て
行

く

と

思

わ

れ

ま

す

。

そ

し

て
、
文
学

も

こ
の

一
般

的

な
傾
向

に
従

つ
て
、
文

化

の

一
部

で
あ

り

、

そ

の
文

化

に

一
番

ふ

さ

わ
し

い
、
又

は
望
ま

し

い
パ
タ

ー

ン
を

選
ん

で
、
各

自

の
営

み
を

行

な

う

と

考

え

た

い
と
思

い

ま
す

。
ロ
シ
ア
の
文
化

に
属

し

て
い
る
私

に
と

っ
て
、
日
本

の
和

歌

の
歴

史

の
最

も

珍

し

い
特

徴

と

云

う

の
は

、

一
体

、
そ
の
ポ

エ
ト
リ

の
様

々
な
性

質

が

世

代

か

ら

世

代

へ
、

連

続

し

て
伝

え

ら

れ

て
き

た
事

で
す

。
又
、
そ

の
上

で
、

フ
ォ
ク

ロ

ア
的

古

代

歌

謡

や

儀

礼

に
伴

う
歌

と
和

歌

と

の
多
様

な

つ
な
が

り
が
存

在
し

て
い
る

の
も

疑

い
無

い
事

で
あ

る
と

考

え

ら

れ

ま

す

。

そ

う
云

一
1
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う

事

は

一
般

に
知

ら

れ

て

い

る

し

、
多

分

、

日
本

人

に

と

っ
て

当

前

の

こ

と

な

の

で

、

あ

ま

り

不

思

議

と

は

思

わ

れ

な

い

か

も

知

れ

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

ロ

シ

ア

の

詩

は

随

分

違

っ

た

歴

史

を

持

っ
て

い

ま

す

。

な

ぜ

か

と

云

い
ま

す

と

、

ロ

シ

ア

の

詩

は

フ

ォ

ク

ロ

ア

の

世

界

か

ら

文

学

の

段

階

へ
移

動

す

る

経

過

が

連

続

的

と

云

う

ど

こ

ろ

か

、

反

対

に

、

そ

の

形

式

、

語

彙

、

リ

ズ

ム

と

韻

律

ま

で
も

根

本

的

に
変

化

し

て
来

ま

し

た

。
例

を

上

げ

ま

す

と

、

ロ

シ

ア

の

民

謡

の
韻

律

は
音

節

に

基

づ

い

た
も

の

で

す

。
文

学

時

代

の
始

ま

り

と

共

に

ロ
シ

ア

の

ポ

エ

ト

リ

は

ア

レ

ク

サ

ン
ダ

i

詩

の

形

式

を

借

り

て

、
抑

揚

格

を

持

つ
六

つ
の

シ

ラ
ブ

ル

の

グ

ル

ー

プ

や

十

二

、

又

は
十

三
音

節

の

句

格

を

と

り

入

れ

ま

し

た

。

そ

の
新

し

い
文

学

に

属

す

る

詩

が

音

節

だ

け

で

な

く

、

言

葉

の

強

弱

の

ア

ク

セ

ン

ト
と

の
、

両

方

に
基

づ

く

よ

う

に

成

り

、

更

に

、

フ

ォ

ク

ロ

ア

の
歌

の
特

徴

で
あ

る

、
音

楽

的

な

性

格

を

も

失

っ
て

行

き

ま

し

た

。

フ

ォ

ク

ロ

ア

の

メ

ロ

ス

か

ら

文

学

の

デ

ク

ラ

メ

ー

シ

ョ
ン

へ
の
移

行

も

ま

た

、

連

続

的

で

な

く

、

質

的

に

急

転

換

し

て

、

行

き

ま

し

た

。

そ

れ

に
対

し

て
、

和

歌

は

二
十

世

紀

に

入

っ

て

も

、

歌

の
性

格

を

保

っ

て

い

ま

す

。

ロ
シ

ア

の
場

合

、

民

間

伝

承

の
歌

と

、

文

学

の
形

式

で

記

さ

れ

た

詩

の
歴

史

は

、

二

つ

に

分

け

ら

れ

、

違

っ
た

道

を

辿

る

よ

う

に

な

り

ま

し

た

。

そ

の
違

い

は

、

多

分

、

和

歌

と

自

由

詩

と

の
違

い

に
等

し

い

と

云

っ
て

も

よ

ろ

し

い

で
し

ょ
う

。

そ

う

い

う

理

由

で

、

私

に

と

っ
て

和

歌

の
古

代

世

界

と

の

つ
な

が

り

が

本

当

に
興

味

深

く

思

わ

れ

ま

す

。

一2一



私

の
こ
の
説

に
対

し

て
、
反
論

が
あ

る

か
も
知

れ

ま

せ

ん
。

和

歌

の
形

成

の
過

程

も

漢

詩

の

影
響

の
下

に
行

な
わ
れ

ま
し

た
し

、
日
本

以
外

に
も
東
洋

の
国

々

の
古

典

的

な

詩

は
、

多

少

、

古
代

か

ら
近
世

ま

で
、
そ

の
主

な
性
質

を
保

持

し

て
来

ま

し

た

。

ロ
シ

ア
の

よ

う
な

、

は

っ
き

り

し
た
折

返
点

の
な

い
文
学

史

は
、
日
本
文

学

以
外

に
も

あ

る

と

云

っ
て
も
間

違

い
あ

り
ま

せ

ん
。
そ
れ

は

そ
う

で
す

け
れ

ど
も

、
私

の
考

え

で
は
、
和
歌

の
歴

史

の
特

長

は
次

の
よ

う

で
す

。

①

、
和
歌

が
外

国
文
化

の
影

響
を

受
け

た
時
期

と
、

長

い
間

孤

立

し

て
発

達

し

て
行

っ
た
時

期

と

が

あ

っ
た
。
②

、
和
歌

の
音

節
と

ジ

ャ
ン

ル
の
種

類

は
比

較

的

少

な

か

っ
た

の

で
、

和
歌

の

発
達

は
外

へ
広

が
る

の

で
な

く
、
逆

に
、
内
包
的

に
な

り

、
又

、
和

歌

の
短

歌

と

し

て

の
形
式

に
そ

の
内
包

性

が
よ

り
強

化

さ
れ

て
来

ま
し

た
。
そ

の

た
め

に

、
和

歌

の
細

か

い
変

化

も

明

瞭

に
な

っ
て
来

て
、
そ

の
上

で
、
和

歌

は
伝

統
的

な

日
本

の
庭

園

の
よ

う

に

、
細

や

か
な

心

配

り

の
技

巧
を
凝

ら
し

た
術
を

沢
山
考

案

し

て
来

ま
し

た
。

和

歌

は

、

フ

ォ
ク

ロ
ア

の
世

界

か
ら

の

多

く

の
遺
伝
的

要
素

を
持

ち
、

フ
ォ
ー

ム
と

ジ

ャ

ン
ル
だ

け

で
は

な

く

、

詩
的

な
考

え
方

も

、

語
彙

も
、
題
も

、
度

々

『
万
葉
集

』

の
時
代

、

又

は

そ

の
前

の
時

代

か

ら

伝

わ

っ
て
来

た
も

の

で
あ

る
と

思
わ

れ
ま
す

。

一
般
的

に
云

え
ば

、
本
歌

取

り
と

云

う
原

則

は

日
本

文

化

の

パ
タ

ー

ン
、
特

異
な

彩

り
と
な

っ
て
、
文
学

だ

け

で
な
く

、
広

く
普

遍

的

に
観

察

出

来

る

一
つ
の
カ

テ

ゴ

リ

ー
と
な

る
と
思

わ
れ

ま
す

。
又

、
幸

い
な
事

に
、

以

上

の
点

の
実

例

と

し

て
文

学

以

前

の

一3一



形

か

ら
文

学

そ

の
も

の

へ
の
過
渡

期

の
作

品
も

現
存

し

て
い
ま
す
。

以
上

の
事
柄

を
纏

め

て
検
討

す

る
と

、
古

代

の
和

歌

の
歴
史

は

、
あ

る
程

度

、

典

型

的

、
代

表
的

な
性

格
を
持

っ
て
お

り
、
和

歌

の
動
き

と
変

化

は

文
学

理
論

上

、

外

国

の
文

学

史

の
理
解

に
も
大

き
な
役
割

を
果

し

て

い
ま
す

。

口

多
く

の
場
合

、
文
学

は
最
初

の
段

階

に
、
古
代

の
神

話

的

、
儀

礼

的

な

機

能

と
役

割

を

相

続

し
、
そ

の
機

能

の
大
部
分

は
文

学
的
意

識

の
枠

の
中

で
変

わ

っ
て
行

き

ま

す

。
神

話

的

な

意

識

の
範
囲

で
神
話

の
世
界

と
人

間

の
世
界

は
同

じ
よ

う
な
本

質
を
持

つ
も

の
と

さ
れ

て
い
ま
す

。

最
初

の
文
学

と
人

間

の
世

界

の
関
係

は
、
質

を
変

え

て
、
同

一
性

で
な
く

、
相

似
性

と
成

っ
て
、

認
識

論
上

、
二
重

の

メ
タ

フ
ォ
ア

の
よ
う

に
成

っ
て
来

ま
す

。

儀

礼

の
際

、

唱

え

る

言
葉

は
神

と

の

コ
ミ

ユ

ニ
ケ
ー

シ

ョ
ン
の
方

法

の

一
つ
で
あ
り

、
自

然

と

他

界

の
力

を
動

か
す

方

法

で
あ

り
ま

し
た

。
初
期

の
和

歌
も
度

々
他

界

に
訴

え
か

け
ま
す

。

他

方

で
は
、
文

字

で
記
す
文

学

の
発
成

と
共

に
、
新

し

い
、

も

う

一
つ
の
世

界

が
出

来

上

が

り
ま
す

。
そ

の
第

三

の
世

界

は
文
化

の
記
憶

の
中

に
存

在

す

る

全

て

の
和

歌

を

組

み
合

わ

せ
た

も

の
で
す
。
全
体

と
し

て
こ
の
世
界

も
魔
術

的

な
力

を

持

っ
て

い
ま

す

の

で
、
単

独

の
和

歌

は

こ

の
世

界
と
人

間

の
世

界
を

連
結

す

る
道

旦
ハ
と
な

っ
て
し
ま

う
と
考

え
ら

れ
ま
す

。

儀

礼

の
際

、
歌

も
呪

い
の
詞

も

、
祝

詞
も

人
問

を

宇

宙

、

他

界

と
結

び

つ
け

ま
し

た

。

そ
れ
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と
同

じ

よ
う

に
、
和
歌

は
そ

の
第

三

の
世
界

、
即
ち

、
総

て

の
和
歌

の
世

界
と
連

結

す

る
為

に
、

様

々
な
手
段

を
作

成
し

ま
す

。
例

え
ば

、
す

で

に
行

わ

れ

た
事

柄

は
前

例

と

し

て
古

代

文

、

即

ち
、
神
話

や

、
宣

命

、
祝

詞

に
度

々
出

て
来

ま

す

。

神

話
的

歴

史

の
主

人

公

は
前

例

の
言
挙

げ

な
し

に
ど

ん
な
事

も
す

る
気

が
あ

り
ま

せ

ん
で
し

た
。

な

ぜ

か

と

云

う
と

、

そ

の
よ

う

な
前

例

は
形

式
的

、
法

律
的

な
根
拠

と

さ
れ

て
い
た
か

ら

で
す

。
本
歌
取

り
も
純

文
学

的
な

意

義

の
外

、

文
化

論

の
意

味

で
、
そ

の
よ
う

な
機
能

を
持

っ
て

い
た

と
考

え

さ

せ

て
頂

き

た

い

で
す

。

そ

の

外

に
、
本
歌
取

り

と
云

う

の
は
若

干

の
和
歌

を

一
つ
の
グ

ル
ー

プ

に
組

み
合

わ

せ

る

手

段

の

一

つ
で
し

た
。
も
う

一
つ
の
手
段

は

一
見

で
は
見

え
な

い
方

法

で
す

。

こ
れ

は

「
記

紀

」

即

ち

、

『
古

事

記
』
や

『
日
本

書
紀

』
と
か

『
万
葉
集

』

に
は
出

て
来

な

い
分
類

で
す

が

、

文

化

、

文
学

の
記
憶

、
想
像

の
中

に
生

き

て

い
て
、
聞
き
手

の
意

識

に
自

然

に
浮

か

ぶ
事

柄

と

仮

定

さ

せ

て

頂

き

た
い

で
す

。

こ
の
方

法

は
、

つ
ま
り

、
同

じ

歌

枕

、

枕

詞
等

を

使

う
和

歌

は
想

像

的

な

グ

ル
ー
プ

と
な

っ
て
、
和
歌

の
、
い
わ
ば

、
想
像

上

の
地

図

で

一
定

の
場

所

、

地

帯

を

形

成

す

る

と
思

い
ま
す

。
こ

の
よ
う
な
地

帯

は
和
歌

の
特
殊

な
手

段
と

歌
詞

、
又
、

い
わ
ゆ

る
和

歌

の
心

、

題
、
歌
詠

み

の
名

前
等

を
軸

と
し

て
成

り
立

っ
て
い
ま

す

。

そ

れ

で
そ

う
云

う
地

帯

は
お

互

い

に
交

叉
し
合

っ
て
和

歌

の
世

界
を

組

み
立

て
て
い
ま
す

。

古
代

歌
謡

と
和
歌

の
機
能

の
共

通
点

は
、
こ

の
外

に
も

様

々

で
す

。
今

は
文

学

論

だ

け

で
な
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く

、
文
化
論

上

も
重
要

な

、

一
般
的

な
点

を
選

ん

で
見

た

い
と

思

い
ま

す

。

そ

の
点

を

明

ら

か

に
す

る
た
め

に

『
古
事

記
』
、
『
万

葉
集
』
、
歌
物

語

の
文
学

を
比
較

し

て
見

ま
し

ょ
う

。

一
体

、
『
古
事

記
』

の
中

に
ど

う
云
う
場

合

に
歌
謡

が
書

き
込

ま
れ

て
い
る
か

と

云

う

と

、
求

婚

、
結
婚

、
男

女
紹

介

、
旅

行
前

、
旅

行
中

、
死

ぬ
前

、
食

事

の
前

、
秘

密

の

メ

ッ
セ

ー
ジ
を

伝

え

る
際

、
本
人

た

る
事
を

証
明

す

る
際

、
等

で
す

。

こ
れ

ら

全

部

が

儀

礼

的

で
あ

る

事

は
当

然

で
す

。
『
万
葉

集
』

の
編
集

者
も
和

歌

が
詠

ま
れ

た
事

情

を
十
分

に
注

意
し

て
お

り

、

歌

物

語

の
中

に
も

散
文

の
説

明

が
歌
を

め
ぐ

っ
て
述

べ
ら

れ

て

い
ま
す

。
『
万

葉
集

』
と

歌

物

語

に
和

歌

が
詠

ま
れ

て
い

る
多

く

の
場

は

『
古
事

記
』
と
同

様

で
あ

る
事

に
注

目

す

べ
き

で
し

ょ
う

。
例

が
多

い
で
す
が

、

こ
こ

に
申

し
上

げ
た

い
と
思

う

の
は
次

の
通

り

で
す

。

記
紀
歌

謡

に
し

て
も
歌

物
語

の
和
歌

に
し

て
も
古

代

韻

文

文

学

と

し

て

の
機
能

を
持

っ
て

い

　

　

　

　

ま
す

。

つ
ま

り

、
和

歌

や
古
代
歌

謡

は
祝

詞
と
同

様

に
、

直

接

話

法

の
特

別

な

形
式

で
す

。

コ

ミ

ュ
ニ
ケ

ー

シ

ョ
ン
が
不

可
能

と
か
禁

止

さ
れ

て

い
る
状

況

に
も

使

え

る
情

報

の
手

段

で
す

。

云

い
換

え
れ
ば

、
特
別

な
場
合

の

メ

ッ
セ

ー
ジ

の
チ

ャ

ン
ネ

ル

で
す

。

例

え

ば

『
大

和

物

語
』

一
四
八
段

、
蘆

刈

り

の
伝
説

詞
章

に
、
津

の
国

の
難

波

に
住

ん

で

い
た

夫
婦

が
貧

乏

に

な

り

、

女

は
京

に
行

っ
て
、
貴

族

の
妻

と

な
り
ま

し
た

。
あ

る

日
、

前

の
夫

に
会

い
た

い

と

思

い
、
難

波

に
祓
え
を

し

に
行

く
と

云

っ
て
、
旅

に
出

ま

し
た

。

難

波

に
残

っ
て

い
た
前

夫

は
前

よ

り
も
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貧
乏

に
成

っ
て
、
蘆
を

背

に
負

っ
た
姿

で
女

の
御
輿

の
前

に
現

わ

れ

ま

し

た

。

そ

う
云

う
事

情

で
、
前

の
夫

は
、
御

輿

に
乗

っ
て
い
る
女

に
供

の
人

の
前

で
話

し

か

け

る

事

が

出
来

ま

せ

ん

で

し
た

。
し
か
し

、
和

歌
を
書

き

、
供

の
人

に
頼

ん

で
、
女

に
捧

げ
ま

し
た

。
又

、

『
伊

勢

物

語

』

で
は
、
襖

の
向

う
側

に

い
る
女

に
話

し

か
け

る
事

は
礼

儀

正

し

く

な

い

の

で
す

が

、
歌

を

詠

む

事

は
別

で
、
許

さ
れ

て

い
ま

す
。

和
歌

と

、
散
文

の
言
葉

の
機

能

、
力

と
可

能
性

の
違

い
は

平

安

時
代

の
文

学

自
身

も

意

識

し

て
い
ま
し

た
。
そ

の
意

識

の
現

わ

れ
は

あ
ら

ゆ
る

テ
キ

ス
ト

の
中

に
発

見
出

来
ま
す

。
例

え
ば

、

『
大
和

物

語
』
に
韻
文

文
学

で
あ

る
歌
と

、
散
文

11
歌

で
な

い

テ
キ

ス
ト
と

の
違

い
は

、

は

っ
き

り
と
表

現

さ
れ

て
い
ま
す

。
第

四
段

に

「
京

の
た

よ

り
あ

る

に
、

近

江

の
守

、

公
忠

の
君

の
文

を

な
む

、
も

て
き

た

る
。

い
と

ゆ
か

し
う

、
う

れ
し

う

て
、

あ

け

て
見

れ

ば

、

よ

う
つ

の
事

ど

も

、
か
き

も

て

い
き

て
、
月

日
な
ど

か
き

て
お
く

の
方

に
か
く

な

ん
。

た
ま
く

し
げ

二
年
会

わ

ぬ
君
が
身

を
あ

け
な

が
ら

や

は
あ
ら

ん
と
思

ひ
し

。

　

　

こ

れ

を

見

て

、
か

ぎ

り

な

く

か

な

し

く

て

な

む

泣

き

け

る

。

四

位

に

な

ら

ぬ

よ

し

、

文

の

こ

と

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ば

に
な

く

て

、

た

だ

か

く

な

ん

あ

り

け

り

」
。

ま

た

、

第

一
二

二

段

の

終

り

に

、

一
か

へ

し

、

と

し

こ

、

い

か

な

れ

ば

、
か

つ

～
ト
物

を

思

ふ

ら
む

名

残

り

も

な

く

そ

我

は

悲

し

き
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と

な

む

あ

り

け

り

。

こ

と

ば

も

い

と

多

く

な

む

あ

り

け

り

」
。

歌

と

言

葉

と

の
区

別

は

『
古

事

記

」

に

遡

っ
て

、
崇

神

天

皇

記

に

、

「
是

に

大

彦

の
命

、

異

し

と

思

ひ

て

、
馬

を

返

し

て

、
童

女

に

問

ひ

て

曰

く

、
汝

が

言

ひ

し

事

は

、

何

の
辞

ぞ

と

云

ひ

き

。

　

　

　

　

　

　

　

　

対

へ
て
曰
く

、
言

は
ず

。
唯

歌

ひ

つ
る

に
こ
そ
」
と

、
あ

り
ま

す
。

有

名

な

ロ
シ

ア
の
二
十
世

紀

の

フ

ォ

マ
リ

ス
ト
派

の

一
人

、

エ
イ

ヘ
ン
バ

ウ

ム
氏

は
詩

と

散

文

と

の
関

係
を

「
間
断
な

き
丁
寧

な
戦

争
」

と
名

づ

け

た
事

が

あ

り

ま
す

。

そ

の
戦

争

は
文

学

の
始

ま

り

の
こ
ろ
か

ら
行
な

わ
れ

て
い
る
と
云

う
事

で
す

。

ち

な

み

に
申

し
上

げ

ま
す

と

、

私

の
考

え

で
は
、
そ

の
戦
争

の
最
も

激

し
く

て
面
白

い
戦

い
は

『
大

和

物

語
』

に
お

い

て
行

な

わ

れ

て

い
ま

し
た

。
文

学

の
段

階

に
入

っ
て
か
ら
初

め

て

『
大

和

物

語

』

に
歌

物

語

に
お

け

る

テ

キ

ス
ト
が
和

歌
だ

け

で
な
く

、
筋

道

を
物
語

る
散

文

も

テ
キ

ス
ト

で
あ

り

う

る
事

を

確

認

さ

れ

て
い
ま
す

。
そ

の
た
め

『
大
和

物
語

』

の
作

者

は

あ

ら

ゆ

る
手

段

を

使

っ
て

お

り

、

そ

の
歌

物

語

は
平
安
後

期

の
偉

大

な
文
学

作
品

の
出

現
を

準
備

し

た
段

階

で
あ

っ
た
と

思

わ
れ

ま

す

。

今

日

は
時
間

の
関
係

で

『
大
和

物
語

』

の
事

は
省

き
ま
す

。

古
代

歌
謡

と
和
歌

の
機

能

の
比
較

に
戻

り
ま

す
と

、
古

代

社

会

で

は
歌

そ

の
も

の

は

一
定

の

人

間

の
印

、
標
識

、
符
号

で
あ

っ
て
、
人
間

の
属

し

て

い

る
種

族

、

社

会

に
お

け

る
等

級

な

ど

を
表

わ
し

、
人

の
名
前

や

そ

の
衣

服

の
様

に
、
取

り
除

く

事

が

出

来

な

い
性

質

を

持

っ
て

い
ま
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し

た
。
例
え

ば
、
『
古

事

記
』

の
神

武
天
皇

記

の
伊
須

氣
余

理
比
賣

に
求

婚
す

る
場

面

で
、

仲

人

の
大

久
目
命

が

歌
謡

の
形

で
そ

の
地
位

と
権
力

の
範

囲

を

証

言

し

ま
す

。

そ

の
場

に

ふ
さ

わ

し

い
歌

を
歌

っ
た
か
ら

こ
そ
、
姫

は
結
婚

に
承
諾
す

る

わ

け

で
す

。
歌

物

語

に

お

い

て
も

和

歌

の

力

で
、
物
語

の
筋

道
が

方
向
を

転
換

す

る
場

合

が
頻

繁

に
起

こ
り

ま

す

。
又

、
人

間

の

ア
イ

デ

ン
テ
ィ

テ
ィ
を

確
認

す

る
和

歌
も

出

て

い
ま

す
。
例

え

ば

、

『
「
よ

を

そ

む

く
苔

の
衣

は

た
だ

一

重

か

さ
ね
ば

つ
ら
し

い
ざ

二
人

ね
む
」
と

云

ひ
た

る
に
、
さ

ら

に
少

将
な

り
け

り
と
思

ひ

て

…
』

(
『
大
和

物
語

』
第

一
六
八

段
)
。

そ
れ

で
、
神
話

的
意

識

の
名
残

り
は
色

々
な
古

典
的

和

歌

に
生

き

て

い

て
、

言
葉

(
散

文

)

と

言
霊

の
入

っ
て
い
る
歌

の
区

別
が

そ

の

一
つ
で
あ
り

、

和

歌

を

人

の
独
特

な
印

と

し

て
使

う

事
も

、
そ
の

一
つ
で
あ

る
と

思
わ

れ
ま
す

。

日

文
学

の
世

界

に
入

る
と
、
文
化

は
前

の
機

能
と

意

味

を

変

貌

さ

せ

て
行

き

ま
す

の

で
、
神

話
的

社
会

か

ら
続

い

て
来

た
意

味

の
中

に
、
こ

の
文

化

に

一
番

重

要

な

こ
と

が
文

学

の
特

徴

に

も
成

っ
て
い
ま
す

。
日
本
文

化

は
花

の
文

化

、
植

物

の
文

化

な

の

で
、

植

物

は
普

遍

的

な

、

そ

し

て
文
化

的

な

コ
ー

ド
、
暗

号
と

な

っ
て
、
『
万

葉
集

』

の
時
代

に
入

る
と
植

物

界

は
文

学

的

な

手
段

と

し

て
、
世

界

の
普
遍

的
な

指
標

と
分
類

の
道

具

と

な

り

ま

す

。

住

之

江

の
松

や

、

三
室

の
杉

等

の
神

聖
的

な
意
味

を
持

つ
植

物

の
名

は
空

間

の
道

標

と

な

り

、

季

節

に
よ

る
植

物

の
変
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化

は
時
間

を
計
算

す

る
文
学

的
方
法

と
な

っ
て
来

ま
す

。

又

、

時
期

の
長

さ
を

意

味

す

る
植

物

い

つ

の
名
も

あ

り
ま
す

。
例

え
ば

、
「
い

つ
藻

の
花

」

は

「
何

時

も

」

に
掛

け

て

、
「
い

つ
も

来

ま

せ

わ

が
背

子
」
と

云
う
意

味

に
使

わ
れ

て
い
ま
す

(『
万
葉
集

』

一
九

三

一
)
。

植

物

は
神
秘

的
な

力
を

持
ち

、
植

物

の
根

は
地

下

の
世

界

、
黄

泉

の
国

に
通

じ

、

隠

れ

て

い

る

、
見

え
な

い
物

に
近

づ
く
可

能
性

を
秘

め

て
い
ま
す

。
例

え
ば

、

『
万

葉

集

』

(
=

二
〇

四

)

の
「
わ
が

下
心
木

の
葉
知

る
ら
む

」
。
そ

の
他

、
社
会

的

、
心

理

的

状

態

の
指

標

と

し

て
若

草

、

古

草

、
夏
草

、
『
万
葉

集
』

(
=

二
四
七

)
の
「
君

に
似

た
る
草
と

見
し

よ
り

…
」
、
又

、
名

の
り

、

名

の
り
そ

、
思

ひ
草

、
忘
れ
草

、
笑
草

等

の
詞

は
人
間

界

の
分
類

の
制
度

を
組

立

て
て
い
ま
す

。

面
白

い
事

に
、
有

名
な
山

上
憶

良

の
旋

頭
歌

は

「
萩

の
花

尾
花

く
ず

ば

な

撫

子

の
花

女

郎

花

又
藤

袴
朝

顔

の
花

」
は

そ

の
構
成

で
呪
文

の
よ
う

で
す

。
少

く

と
も

、

ロ
シ

ア
語

に
訳

す

る
な

ら

、
本

当

に
神
秘

的
な

呪
文

と
な

り
ま
す

。
訳
す

る

事

の
出

来

る
詞

は

閥
又

」

し

か

あ

り

ま

せ

ん

の

で
。
日
本

の
文
化

に
お

け
る
植
物

と

云
う

テ

ー

マ
は
全

く

広

く

、

無

尽

蔵

な

の

で
、

こ

こ

で
全
部

を
申

上
げ

る
事

が
出

来
ま

せ

ん
。
止

む
を
得

ず

、

こ
れ

で

こ

の

テ

ー

マ
は

止

め

て
お

き

ま
す

。

四

植
物

の
問

題

に
続

い
て
、
次

に
来

る
問
題

は
視

力

で
す

。

視
力

と
光

、
明

る

さ

は
神

話
的

世
界

で
は
同
意

語

で
あ

り
、
同

じ
よ
う

に
、
盲
目

と
闇

、
又

、
不
可
視

性

(
目

に
見

え
な
い

こ
と
)
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も

同
意

語

と
な

り
ま
す

。
視

力

は
呪
術
的

な
力

を
持

ち

、
伊

邪

那

岐

命

・
伊

邪

那
美

命

は
国

生

み

の
時

に
、
「
天

の
御

柱
と

八
尋

殿
を

見
立

て
た

ま

ひ
き
」
と
云

う
事

で
、
ま

た

、
天

皇

た
ち

が

国

見
を

す

る
際

に
天
皇

は
国
土

を
視

る
事

に
よ

っ
て
、

混
沌

を

防

ぎ

、

国

の
安
定

と
豊

か
さ

を

も
た

ら
し

て

い
ま

す
。
『
万
葉

集

」

の
長
歌

に

刪
わ
が
大

君

…
国
見
れ

ば
し

も

山

見
れ

ば

高

く

貴

し
川

見
れ
ば

さ

や
け
く
清

し

…
」
と
あ

り
ま
す

。
視

力

は
詞

の
呪

術

的

な
力

と
同

様

で
あ

り

ま

す

。
ま
た

、
祈

年
祭

の
祝

詞

に
も

嚠
神
魂

、
高
御

魂

、
生

く

魂

、
足

魂

…

…
御

名

は
白

し

て
、

辭

竟

へ
ま

つ
ら
ば

、
皇

御
孫

の
命

の
御
世

を
手

長

の
御
世

と

、
堅
磐

に
常

磐

に
齋

ひ
ま

つ
り
…
…

四
方

の
国

を
安
国

と
平
け

く
知

ら
し

め
す

…
」
と
あ

り

ま
す

。
視

力

と

言
霊

は

こ

の
点

で
よ

く

似

て

い
る
も

の
と

思
わ

れ
ま
す

。

死

ん
だ
人

、
他
界

の
人
を

見

る
事

も

タ
ブ

ー

で
あ

り

、
伊

邪

那

岐

命

と

火
遠

理
命

は
見

て

は

い
け

な

い
と

い
う
タ
ブ

ー
を
犯

し

て
、
妻

を

見
た

の

で
不

幸

な

事

に
な

っ
た

わ

け

で
す

。
中

世

に
見

越
し

入
道

の
伝
説

が
あ
り

ま
し

た
。

そ

の
伝
説

で
は

、
旅

人

が

そ

の
入
道

を
見

る
と

、
彼

は
背

が
大
変

高
く

な

っ
て
、
旅
人

に
襲

い
掛

か

る
お

そ

ろ

し

い
他

界

の
も

の
と

な

り

ま
す

。

見

越

し
と
云

う
言
葉

の
意
味

は
深

い
で
す
。
伊

邪
那
岐

命

と
火

遠

理

命

と

同

じ

よ

う

に
、

二

つ
の

世

界

の
境

界
を
越

え

て
見

る
事

を
意

味
し

ま
す

。
又

、
中

世

の
屏

風

に
描

か

れ

た

そ

の
入

道

は

一
つ
目

で
、
そ
れ

は
元
来

の
神
話

で
は
盲

目

だ

っ
た

、

と

云

う

の

は
目

に
見

え

な

い
存

在

だ

っ
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た
折

の
痕
跡

で
、
他
界

に
属

す

る
印

で
す
。
視
線

の
力

で
、

も

の
を

他

界

か

ら

人

間

の
世

界

へ

移

動

さ
せ
、
変
化

さ

せ
る
可
能

性

は
文
学

の
中

に
も

名

残

り
と

し

て
伝

え

ら

れ

て

い
る

と

思

い

ま
す
。
視
力

で
も

の
を

変
貌

さ

せ
る
事

は
文
学

で
は

「
見
立

て
」
と

な
り
、
例

え
ば

、
『
万
葉
集
』

に
、
「
照

ら
す

日
を
暗

に
見

な

し

て
」
、

「
花

と
見

ら
む
白

雪
」
等

が
あ

り
ま
す

。

和
歌

の
世
界

に
お
け

る
他

界

と

の
関
わ

り

の
も

う

一
つ
は
、

私

の
考

え

で
は
、

形

見

で
あ

る

と

思

い
ま
す
。
形

見

は
死

ん
だ
人

や
別

れ
た
人

を
思

い
出

す

手

が

か

り

で
あ

る

よ

う

で
す
。

普

通

、
形

見

は
鏡
、
衣
、
衣

の
袖

、
櫛
等

で
、

そ

の
す

べ

て

は
神

話

の
世

界

で
人

の
身

代

り

と

な

る
も

の

で
あ

り
、
形
見

と
し

て
使

う
事

は
当
然

と
思

わ

れ

ま

す

。

二
十

世

紀

ま

で
形

見
分

け

と

云
う
習

慣
が

あ
り
、
死

ん
だ
人

の
服
を
親

戚

の
中

に
配

り
、

そ
れ

は
死

ん

だ

人

の
魂

を

配

る

と

云
う
意

味
と

さ
れ

て

い
ま

し
た
。
形

見
を

見

る
と
、

人

の
秘

密

を

知

る

事

が

出
来

ま

す
。

形

見

を

大
事

に
し
、
時

に
は
わ
ざ

と
将
来

の
た
め

に
形
見

を
作

る
場

合

も

あ

り

ま

し

た
。

例

え

ば
、

「
会

は
む

日
を
形
見

に
せ
よ
と
手

弱
女

の
思

ひ
み
だ
れ

て
縫

へ
る
衣
ぞ
」
(『
万
葉

集
』
三
七

五
二
)
。

そ

の
よ
う
な
身

に
直

接

に

つ
け

る
形

見

の
他

に
、
も

っ
と

珍

し

い
、

他

界

と

つ
な

が

っ
て

い
る

形

見

の
機

能
を

果

た
す
物

が
あ

り
ま

す
。

そ
れ
は

い
な

く

な

っ
た

人

の
視

線

が
当

た

っ
た
場

所

で
あ

る
と
思

い
ま
す

。
例

え

ば
、
「
わ
が
宿

の
秋

の
萩
咲

く
夕

影

に
今

の
見

て
し
か
妹

の
姿

を
」

(
『
万
葉

集
』

一
六

二
二
)
。

ま
た
、
魔

術
的

な
力

を
持

つ
物

も
形
見

の
役

割

を

果
す

事

が
出

来

ま
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す
。

そ

の
よ

う
な
物

は
他

界
と
人

間

の
社
会

を
結

ぶ

仲

介

物

で
す

。

そ

の
中

に
は
植

物

(
根

に

よ

っ
て
下

の
世
界

と
結

ば
れ

て
い
ま
す

の
で
)
や
、

山

(
『
万
葉

集

』

四

三
六

七

「
筑

波

な
を

ふ

り
さ

け
見

つ
つ
妹

は
し

ぬ

は
ね
」
)
、
ま

た
、
月

や
霞
等

が
あ

り
ま

す
。

文
学

に
お

い

て
視

力
、
視

線

の
力

は
色

々
な
風

に
表

現

さ

れ

ま

す

が
、

こ

こ

で
は
も

う

一
つ

の
場
面

に

つ
い

て
述

べ
た

い
と
思

い
ま
す

。

旅
行

へ
行

く
前

に
、
無
事

で
家

へ
帰

る
た
め
、

松

の
枝

を
結

ぶ

習
慣

が
あ

り

ま

し

た
。

私

の

考

え

で
は
、
松

の
枝

の
外

に
、
視
力

を
使

う
場

合
も

あ

り
ま
し

た
。
例
を

上
げ

ま
す

と

、

「
万

葉

集

」

に

「
わ

が
行

く
川

の
川

隅

の
八
十
隅

陥
ち

ず

万
度

か

へ
り

み

し

つ

つ
」

(
七

九

)
、

あ

る

い

は
、
「
こ

の
道

の
八
十

隅
毎

に
万
度

か

へ
り
み
す

れ

ど

…
」

(
=

二
八
)

等

で
す

。

八

十

隅

に
万

度

行

な
う
顧

み

る
動

作

の
目
的

は
、
多

分
、
無

事

で
帰

る
事

を
祈

る
為

で
あ

る
と

思

い
ま
す
。

帰

る

こ
と

の
な

い
旅

な
ら
、
形

見

が
正
反
対

の
機

能

で
使

わ

れ

る
場

合

も

あ

り
ま

す

。

例

え

ば

、
斎
宮

が
宮
中

か

ら
伊
勢

大
神

宮

へ
出
発

す

る
日

に
、

天

皇

は
斎

宮

に

「
京

の
方

へ
赴

き

た

ま
ふ

な
」
と
云

っ
て
、

い
わ

ゆ

る

「
別

れ

の
御

櫛
」

を
斎

宮

の
額

髪

に
挿

す

習

慣

が

あ

り

ま

し

た
。

こ
の
場

合
、
櫛

は
形

見

で
あ

り
な
が

ら
も

、

天
皇

の
死

以

外

に
斎

宮

が

宮

中

へ
帰

る

は
ず

が
な

か

っ
た

の
で
、
請

願

と
な

る
天
皇

の
言
葉

と
共

に
、

そ

の
櫛

は
永

遠

の
別

れ

の
し

る
し

と

な
り

ま
し

た
。
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田

和

歌

の

一
番
古

い
手
法

も
神

話

と
儀
礼

に
直

接

に
結

び

つ
い

て

い
ま

す
。

こ
れ

は

よ

く
知

ら
れ

て
い
る
事

で
、

そ

の
手
法

の
具
体
的

な
起

源

に
関

し

て

は
、

多

様

な

日
本

文

学

者

の
意

見

が
沢
山

あ

り
ま
す
。
時

々
、

そ

の
意

見
や
解

説

は
対

立

し

て

い

る
と

云

う
気

が

し

ま

す

が
、

普

通

、

そ
う

の
よ
う
な
手

法

は
長

い
歴

史
を

持

っ
て
い

て
、

様

々
な

場

合

に
用

い
ら

れ
、

機

能

的

に
多
様

化
し

て
行

き
ま

し
た

の

で
、
解
説

は
各

々
手

法

の

一
定

の

ニ

ュ
ア

ン

ス
、

場

面

、

あ

る

時

期

に
重
要

で
あ

っ
た
機
能

に
適

応

し

て

い
ま
す

。

今

申

し
上
げ

た

い

の
は
枕

詞

で
あ

り
、
そ

の
神

話
的

機

能

に

つ
い

て

の
文

献

が
豊

富

で
あ

る

こ

と

で
す

。
例

え
ば
、
次

田
潤
氏

に
よ
る
と
、
枕

詞

の
発

生

は
祝

詞

と

結

び

つ
き
、

他

の
学

者

は

枕

詞

が
元

々
諺

の
タ
イ

プ

の
地
方

の
措

辞

と
考

え

て
い
ま

す

。

小

西

甚

一
氏

の
意

見

で
は
、

も

と
も

と
長

い
表

現

で
、
言
霊

を
動

か
す

目
的

で
歌

の
始

め

に
置

く

挿

入
文

で
し

た

が
、

雅

と

云

う
中
国
文

学

の
カ

テ
ゴ

リ

の
影

響

で
短

く

な

っ
て
来

た
と
云

う

事

で
す

。

又
、

あ

る
学

者

は
、

枕

詞

は
あ

る
時

期
、

タ
ブ

ー
と
し

て
取

り
扱

わ
れ

て

い
た
と
考

え

て
い
ま
す
。

私

に
と

っ
て
、
枕
詞

の
研
究

の
出

発
点

と

な

っ
た

の

は
平

安

時

代

初
期

の
歌

論

、

後

に
も

引

用
す

る
藤

原
喜

撰

の

「
大
和
歌

作
式

」

で
す

。

こ
の
作

式

に
喜

撰

の
書

い

て

い
る

の
は
次

の
よ

う

で
す

。
「
凡
詠

レ
物

神
世

異
名

在
レ
此

。
和
歌

之
人

何
不

レ
知

レ
此
。
如

レ
先

可

レ
云
也
」
。

そ
れ
か

ら

喜

撰

は
そ

の
神

世

の
物

の
名

の
目
録

を
記

載
し

て
い
ま
す

。

こ

の
有

名

な
喜

撰

の
神

世

の
詞

の

一14一



目

録

は

そ

の
後

の
歌
論

の
手
本

と

な

り
、
源

俊
頼

も
彼

の

『
俊

頼

髄

脳

』

に
ち

ょ

っ
と

し

た
変

化

を
加

え

て
喜
撰

の
目
録

を
載

せ

て
い
ま
す
。
俊

頼

に
よ

る

と
、

そ

の
目

録

は
古

代

の
万

物

の

別
名

で
す
。
す

な

わ
ち
、
十
世

紀
頃

か

ら
枕
詞

と
名
付

け

た

そ

の
慣

用
句

は
特
別

の
性
格
を
持

っ

て
い
る
詞

と
さ
れ

て
、

こ

の
詞

は
神
代

に
使

わ
れ

て
、

神

聖

的

な
例

と

な

り
、

魔

術

的

な

言

霊

を
自
然

に
持

つ
詞

で
す
。
大

ま

か

に
云
え
ば

、
文

化

に
は
言

語

が

二

つ
あ

る
と

云

う
事

が

一
般

の
現
象

で
す

。
例

え
ば
、
古
代

ロ
シ
ア

で
は

ロ
シ

ア
語

の
外

に

い
わ

ゆ
る
教
会

ス
ラ
ブ
語
が
あ

っ

て
、

そ
の
詞

は
、
古

い
西

ス
ラ
ブ
族

の
方

言

に
基

づ

く
宗

教

語

、

聖

書

の
言

語

、

聖

者

の
伝

記

の
言

語
等

で
し

た
。
中
世

ヨ
ー

ロ

ッ
パ
で
は
地

元

の
言

葉

の
他

に
特

別

な

機

能

を

果

す

ラ

テ

ン
語

が
あ

っ
て
、
あ

る

マ
レ
ー

シ
ア
の
民
族
文

化

に
は
喜

撰

の
目

録

と

同

じ

よ
う

に
、

神

の
詞

と

人

間

の
詞

の
分

別

が
あ

り
ま
す
。

そ

の
神
代

の
詞

は
グ

ル
ー

プ

に
分

け
ら

れ

て

い

て
、

そ

の

目

録

は
次

の
通

り

で
す
。
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若
詠
天
時

若
詠
日
時

若
詠
海
時

若
詠
嶋
時

あ
ま

の
は
ら
と
云

又
な
か
と
み

の
と
云
也

あ
か
ね
さ
す
と
云

お
し

て
る
や
と
云

ま

つ
ね

ひ
と
云

若
詠
地
時

若
詠
月
時

若
詠
湖
時

若
詠
礒
時

し
ま

の
ね
と
云

又
あ
ら
が
ね
と
云

ひ
さ
か
た
と
云

に
ほ
て
る
や
と
云

ち
か
な
み

の
と
云



若
詠
浪
時

若
詠
河
時

若
詠
野
時

若
詠
高
峯
時

若
詠
谷
時

若
詠
神
時

若
詠
倭
時

若
詠
臣
時

若
詠
民
時

若
詠
母
時

若
詠
婦
時

若
詠
男
時

若
詠
人
形
時

若
詠
海
人
時

若
詠
髪
時

若
詠
念
時

ち
り
く
ら
し
と
云

は
や
た
つ

の
と
云

い
も
き

の
や
と
云

あ
ま
そ
ぎ
と
云

い
は
た
ね
と
云

ち
は
や
ぶ
る
と
云

又

ひ
さ
し
き
も

の
と
云

し
き
し
ま
と
云

か
け
な
び
く
と
云

い
ち

ゴ
ゆ
き
と
云

た
ら
ち
め
と
云

わ
か
く
さ

の
と
云

い
は
な
び
く
と
云

又
せ
な
と
云

は
ら

へ
ぐ
さ
と
云

な
み
し
な
と
云

む
ば
た
ま
と
云

わ
く
な
み

の
と
云

若
詠
海
底
時

若
詠
山
時

若
詠
岩
時

若
詠
峯
時

若
詠
瀧
時

若
詠
潮
時

若
詠
平
城
京
時

若
詠
人
時

若
詠
父
時

若
詠
夫
時

若
詠
夫
婦
時

若
詠
女
時

若
詠
下
人
時

若
詠
鏡
時

若
詠
心
時

若
詠
枕
時

わ
た

つ
う
み
と
云

あ
し
び
き
と
云

よ

こ
ね
し
ま
と
云

さ
ち

つ
ね
と
云

し
ら
と
ゆ
き
と
云

う
ろ
し
ま
と
云

あ
を
に
よ
し
と
云

も

の
丶
ふ
と
云

た
ら
ち
ね
と
云

た
ま
く
ら
と
云

た

ひ
の
ね
と
云

は
し
け
や
し
と
云

又
わ
ぎ
も

こ
と
云

や
ま
が

つ
と
云

ま
す
み

の
い
う
と
云

て
丶
の
な
か
に
と
云

又
か
ら
あ
か
に
と
云

し
き
た

へ
の
と
云
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若

詠

衣

時

し
ろ
た
へ
の
と
云

若

詠

月

時

し
ま
ほ
し
の
と
云

若
詠
歳
時

若
詠

日
時

あ
ら
た
ま

の
と
云

い
う
か
け
と
云

…

:

こ

の
喜

撰

の
目

録

は
、

疑

い
も

な

く

、

宇

宙

論

で

あ

っ

て
、

宇

宙

の

主

な

要

素

や

、

そ

の
神

代

の

名

は

二

つ
ず

つ
グ

ル

ー

プ

に
組

み

合

わ

せ

て
、

そ

の
グ

ル

ー

プ

が

四

十

四

と

な

り

ま

す

。

又

、

詠

ま

れ

る

も

の

も

上

の
詞

と

下

の

詞

二

つ
ず

つ
グ

ル

ー

プ

を

組

み

立

て

て

い

ま

す

。

そ

れ

は
、

天

-

地

、

日

ー
月

、

海

ー
湖

、

嶋

-

磯

、

浪

-
海

底

、
河

-
山

、
野

-
岩

、
高

峯

-
峯

、
谷

ー

滝

、

神

ー

潮

、

倭

-
平

城

京

、

臣

ー
人

、

男

-
女

、

海

人

-
鏡

、

夜

-
夢

、

橋

-
旅

、

別

-
常

、

鴬

ー
蛙

、

實

-

木

、

暁

ー

京

、

蜘

蛛

-
猿

、

雲

-
霧

、

雪

-
浅

、

新

ー
和

琴

、

等

で

す

。

天

地

、

男

女

、
倭

-
平

城

京

の

よ

う

な

組

合

せ

は

当

然

の
事

と

し

て

聞

え

ま

す

が

、

海

人

と

鏡

の

結

び

つ
き

は

何

で
し

ょ
う

か

。

本

当

に

鏡

が

海

人

族

の
文

化

に

関

係

が

あ

る

か

ど

う

か

は

謎

の

ま

ま

で
す

。

又

、

こ

の

目

録

に
よ

り

ま

す

と

、

鴬

と

蛙

の
結

び

つ
き

は

、

和

歌

に

と

っ

て

本

体

的

な

も

の

で
あ

り

、

貫

之

の
序

よ

り

先

に

こ

こ

で
出

て
来

ま

す

。

又

、

も

う

一

つ

の
謎

め

い

た

一
対

は
神

と

潮

で
、

海

に

関

わ

っ
て

い
る

神

と

云

う

意

味

で

し

ょ
う

が

、

ど

う

し

て

こ

の

目

録

に
神

と

し

て
海

の
神

だ

け

が

入

っ
て

い

る

の

で

し

ょ
う

か

。

そ

の

目

録

は

沢

山

の

謎

を

含

ん

で

い

ま

す

。
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今

そ

の
神

代

の
詞

に
当

っ
て
申

上

げ

た

い

と

思

う

の

は

、

神

代

の
詞

そ

の
も

の

の
部

分

で

す

。

そ

の
記

述

的

で
、

比

喩

的

な

慣

用

句

は
、

一
応

、

斎

宮

等

に

使

わ

れ

る

忌

み

詞

に

よ

く

似

て

い

て
、

そ

の
形

式

で

は

タ

ブ

ー

み

た

い
な

表

現

で

す

。

け

れ

ど

も

、

タ

ブ

ー

だ

っ
た

ら

、

和

歌

に

タ
ブ

ー
視

さ

れ

た

詞

は

、

そ

の
許

さ

れ

て

い

る

代

理

の

詞

と

並

ん

で

い

る

事

は

変

で

は

な

い

か

と

思

わ

れ

ま

す

。

む

し

ろ

、

そ

う

云

う

慣

用

句

と

名

前

は

癒

着

し

た

パ

ズ

ル

の
部

分

で

は

な

い

か

と

推

定

さ

せ

て

い

た

だ

き

た

い

で
す

。

パ

ズ

ル

と

云

う

と

、

申

し

上

げ

た

い
と

思

う

の

は

、

所

謂

宇

宙

的

パ

ズ

ル

で
、

イ

ニ

シ

エ

ー

シ

ョ
ン
儀

式

の
際

使

わ

れ

る

テ

キ

ス

ト

と

考

え

た

い

の

で

す

。

そ

う

云

う

文

章

は

普

通

問

答

形

式

で
あ

り
、

そ

の

一
番

典

型

的

な

例

は

イ

ン

ド

の
ヴ

ェ
ー

ダ

系

の

bU
蠢

げ
ヨ
0
9
p

タ

イ

プ

の

パ

ズ

ル

で
、

謎

の
答

え

の

順

番

は

喜

撰

の

目

録

の
と

同

様

に

、

天

、

地

、

日

、

月

を

始

め

と

し

て
、

混

沌

か

ら

宇

宙

の

成

り
立

ち

を

反

映

し

て

い

ま

す

。

そ

う

云

う

タ

イ

プ

の

パ

ズ

ル

は

論

理

と

か

自

分

の
判

断

力

を

使

っ
て
解

く

タ

イ

プ

で
な

く

、

儀

式

に
参

加

す

る

人

は

、

最

初

か

ら

答

え

を

知

っ
て

い

る

は

ず

で
す

。

知

っ
て

い

る

か

知

っ

て

い
な

い
か

と

云

う

事

実

は
、

イ

ニ
シ

エ
ー

シ

ョ

ン

の
時

に
調

べ

る
事

の

一
つ

で
、

参

加

者

は
文

化

の

コ

ー

ド

に

つ

い

て
堪

能

で
あ

る

か

ど

う

か

を

確

認

し

て

い
ま

す

。

『
出

雲

風

土

記

』

の
国

引

き

の
神

話

に
豊

富

に
出

る

枕

詞

の
使

い
方

は
、

そ

の
詞

の

特

別

な

宇

宙
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的
力

を

示
す

も

の

で
、

こ
の
扱

い
方

の
根
拠

の

一
つ
に
成

り

う

る

と
思

い

ま
す

が
、

こ

の
扱

い

方

は
、
無
論

、
枕
詞

の
起

源
、
機
能

、
歴
史

の
場

面

の

一
つ
に
過
ぎ
ま

せ

ん
。

㈲

続

い
て
、
申

し
上

げ

た

い
と

思

う
事

は
、
文

学
世

界

に
入

る
と
単

独

の
和
歌

だ
け

で
な

く

、

作

品

の
構

成

の

レ
ベ

ル
も
神

話
的

、
儀

礼
的

な
意
味

を
文

学

的

な
手

段

で
表

す

よ

う

に
な

っ
て

来

ま
す
。

『
万
葉

集
』

の
題

は
多

く

の
場
合

、

『
古

事

記
』

に

お

い

て
和

歌

を

発

表

す

る
場

に
似

て
い
て
、
境

界
的

な
事

情

の
場
面

が
多

い
で
す
。

そ

れ

は
男

女

関
係

、

旅

行

の
前

や
途

中

、

食

事

(
宴
会
)
等

で
す
。
同
時

に
、
勿

論

『
万
葉

集
』

の
中

に
歌
を

詠

む
、
個
人

的
、
純

文
学
的

な

き

っ
か

け
も

た
く

さ
ん
現

わ

れ

て
来

ま
す

。

又

は
、
『
万
葉

集
』

に

一
見

で
見

え
な

い
、
隠

さ
れ

た

レ
ベ
ル
に
も
、
儀

礼

と

神

話

の
世

界

と

同
様

の
、
宇

宙

の
統

一
性

が
再
現

さ
れ

て
い
ま
す
。

『
万
葉

集
』

の
第
十

一
と
第

十

二

の
巻

を

読

ん

で
見

る
と
、

そ

の
中

に

「
物

に
寄

せ

て
思
を
陳

ぶ

る
歌

」

一
五
〇

首

が

あ

り

ま
す

。

そ

の
歌

に
は
題

が
な

く
、
全
部

の
歌

が

二

つ
の
部
分

か
ら
成

り
立

っ
て

い
ま
す

。

一
つ
は

い
わ

ゆ

る
宇

宙

的

で
、
歌

人

の
周
辺

を
描

き
、
も

う

一
つ
は
歌

読

み

の
個

人

の
情

け

と
訴

え
を

表

わ

す

、

い

わ
ゆ

る
叙
情
的

な
部

分

で
す
。
第

十

二
巻

の
中

の
、
寄

物

と

し

て
用

い
ら

れ

る
物

の
名

を

順

に

き
ぬ

こ
ろ
も

た
た

り

追

っ

て
挙

げ

る

と

、

大

体

次

の
通

り

で
す

。

①

衣

、

衣

、
紐

、

帯

、

②

鏡

、

剣

、

刀
、
弓

、
絡

桀

、

…

(細

か

い
偏

差

は
略

し

ま

す

)
、

③

橋

、
小

舟

、

田

、

④

日

、

月

、

天

、

日

、

夕

、

⑤

山

、

⑥
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川

、

池

、

沼

、

江

、

波

、

滝

、

海

、

⑦

雲

、

霧

、

霞

、

雨

、

⑧

岩

、

⑨

色

々

な

植

物

(四
二
首

)
、

⑩

朝

影

、

⑪

貝

、

⑫

鳥

の
種

類

、

⑬

動

物

11
馬

、

鹿

、

⑭

御

鳥

な

ど

で
す

。

そ

の

巻

に

は

、

前

に
申

し

上

げ

ま

し

た

よ

う

に
、

題

が

あ

り

ま

せ

ん

。

け

れ

ど

も

、

巻

の

大

体

が

明

確

に
整

え

ら

れ

て
お

り

、
勿

論

、

こ
れ

は

意

識

的

に

さ

れ

た

事

で

あ

り

、

文

学

の

か

な

り

進

歩

し

た

レ

ベ

ル
を

示

し

て

い

ま

す

。

お

お

ざ

っ
ぱ

に

云

え

ば

、

物

事

を

目

録

に

す

る

の

は

文

化

の

一
定

の
段

階

の
特

徴

で
あ

り
、

有

名

な

ホ

メ

ロ

ス

の
船

の
列

挙

が

そ

の
例

の

一

つ

で

す

。

現

代

の

見

地

か

ら

見

る

と

論

理

を

欠

い

て

い

る
目

録

し

か

な

い
事

で
、

連

想

と

し

て
、

ル
イ

ス

・

ボ

ル

ヘ
ス

の

あ

る
短

篇

小

説

が

思

い
出

さ

れ

ま

す

。

ボ

ル

ヘ

ス

は

世

界

に

存

在

し

て

い

る

犬

の

目

録

を

古

代

風

に

し

て
、

そ

の
中

に
大

き

い
犬

、

小

さ

い

犬

、

走

っ
て

い

る

犬

等

、

又

は

中

国

の
紙

に

細

い
筆

で
描

か

れ

た

犬

も

入

っ
て

い

ま

す

。

し

か

し

、

そ

の

時

の

目

録

は

世

界

観

を

表

わ

す

方

法

で

あ

り

、

世

界

に

意

味

を

つ
け

る
手

段

の

一

つ
と

し

て

、

哲

学

的

な

思

想

の
道

具

で

し

た

。

で

は

、

一
体

、

十

二

巻

の
構

成

で
表

わ

す

世

界

観

は

ど

う

云

う

事

で

し

ょ

う

。

す

ぐ

眼

に

つ
く

の

は
神

話

の
世

界

の
主

な

点

で
す

。

他

の
古

典

文

学

の

テ

キ

ス

ト

に
比

べ

る

と

、

①

衣

組

と

②

鏡

、

弓

、

刀

等

は

「
延

喜

式

」

の
祝

詞

に

数

え

上

げ

ら

れ

る

、

神

に
捧

げ

る

物

の

目

録

で
す

。

そ

れ

は
、

例

え

ば

、

「
御

衣

は
、

明

る

た

へ

・
照

る

た

へ

・
和

た

へ

・
荒

た

へ
」
、

「
進

る

神

財

は

、
御

弓

、

御

大

刀

、
御

鏡

…

」
、

「
ひ

め

神

に

御

服

備

へ
、

金

の
麻

笥

・
金

の

端

…

」

等
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で
す

。
そ

れ

で
、

そ

の
意
味

で
は

こ

の
サ
イ

ク

ル
の
始

ま

り
は
神

へ
の
供

物

の
影
像

を

表

わ

し
、

神

に
訴

え
る
様

で
、
王

朝

の
祭

を
反

映

し

て

い
ま
す

。

そ

の
次

は
世

界

の
組

み

立

て
を

描

い

て

い
ま
す
。
最

初

に
出

て
来

る

の
は
高

天

原

の
日
と
月

、

天

、

そ
れ

か

ら

天

の
下

の
世

界

、

と

云

い
ま
す

と
、
ま
つ

は
水

の

レ
ベ
ル

で
、
文
字

通

り
、

水

準

で
、

⑥

海

、

川

等

、

そ
れ

か

ら

あ

ら

ゆ
る
降
水

は
上

と
下

を
結

び
付

け

る
垂
直
線

で
す

。

そ

し

て
、

⑧

岩

か

ら

始

め

て
、

土

に
出

る

と
、
植

物
、
鳥

、
動
物

の
世

界
が

見

え
る

よ
う

に
成

り

ま
す

。

同

時

に
、

最

後

の
部

分

は
祭

の

際
、
神

々

に
奉

る
馬
、
神

の
使

い
と

し

て

い
る
鹿

と
眞

鳥

(
白

サ
ギ

)

を

含

ん

で

い

る
事

も

意

味

の
あ

る
事

と
思

わ
れ

ま
す
。

サ
イ

ク

ル
の
最
後

の
和

歌

は

「
思

わ

ぬ
を

思

ふ
と

い
わ

ば

眞

鳥

住

む
卯
名

手

の
社

の
神

し
知

ら
さ
む
」

で
あ

っ
て
、

全

部

の

サ

イ

ク

ル
の
誠

意

を

示

す

宣

言

書

の
よ

う

で
す
。

そ
れ

に
、
そ

の

一
五

〇
首

の
和
歌

の
中

に
、

神

と

云

う
詞

は

そ

の
最

後

の
歌

に

初

あ

て
使

わ
れ

る
と
云

っ
て
も
よ

い
か

と
思

い
ま
す
。
前

に

一
回

そ

の
詞

が
出

て
来

ま
す

が
、

そ

の
前

後

の
詞

は

「
神

さ
び

て
巖

に
生

ふ

る
松
」

で
、

神

と

し

て
の
神

は
、

そ

の
最

後

の
歌

に

初
め

て
現

れ

て
、

い
わ
ば
、

こ
の
卯

名
手

の
社

の
神

は
総

て

の
サ

イ

ク

ル

の
捧

げ

物

の
対

象

と

さ
れ

て
い
る

の

で
は
な

い
か

と
思

わ
れ

ま
す
。

さ

て
、
構
成

の

レ
ベ

ル
も
神
話

的
意

識
を

現

わ
す
事

が
出
来

る
と
考

え
ら

れ
ま
す

。
。

㈹

私

の
次

の

テ
ー

マ
は
和
歌

の
起

源

の
神
話

で
す

。
文

学

が
自

分

の
存

在
を

自
覚

し

て
か

ら
、
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自

分

の
起
源

に

つ
い
て
考

え
始

め

ま
す
。

そ
れ
は
当

然

で
、

早

い
段

階

の
日
本

国
家

も

自

分

の

神

話
的

起
源

を
位
置

づ

け
な

け
れ
ば

な

り
ま

せ
ん

で
し

た
。

そ
し

て
、

和
歌

の
起

源

も

神

話

風

の
説

明
を
受

け
、
神
代

に
遡

る
よ
う

に
成
り

ま
す
。

最

初

に
和

歌

の
起

源

の
事

情

を
記

す

文

章

は
、
多
分

、
八

-
九
世
紀

の
歌

学
書

、

い
わ
ゆ

る
和

歌

四
式

に
あ

る

は
ず

で
す
。

和

歌

四
式

は

漢
文

で
あ

り
、
中
国

の
強

い
影
響

の
下

に
書

か
れ

た
作
品

で
す

。
然
し
、

そ
れ

に
も

関

わ

ら
ず

、

そ

の
中

に
地

元
、

日
本

の

メ

ン
タ

リ

テ

ィ
も

、
十

分

入

っ
て
い

る
と

思

い
ま

す

。

中

国
文

化

な

ら
文

学

の
誕

生

が
直
接

に
、
文

と
云

う
概
念

に
結

び

つ
け

ら

れ

て

い
ま

す

。

書

か

れ

た
文

字

、

占

い
の
際
、
亀

の
甲

羅

に
現
わ

れ

た
文

字
、

そ

の
よ

う

な

も

の
が
伝

統

的

に
文

化

の
初

め

と

さ

れ

て
い
ま

す
。
あ

る
中
国

学
研

究
者

は
仮
定

と

し

て
云

っ
て

い
る

の
で
す

が

、

中

国

で
は

言
葉

の
成

り
立

ち
と

プ

ロ
ト
漢
字

、
原
始

時
代

の
漢
字

の
成

立

が
同
時

に
行

わ
れ

て

い
た
そ
う

で
す
。

あ

る
学
者

は
漢
字

の
成

立

は
言
葉

の
発

展
を

追

い
越

し

て

い
た

と

云

う
事

ま

で
云

っ
て

い
ま

す

が

、
そ
れ
も

、
勿
論
、
仮

説

に
過

ぎ
ま

せ
ん
。

ど

う

あ

ろ

う

と

も
、

と

も

か

く
、

日
本

文

化

の

場
合

、
文
字

で
な
く
、
聞

こ
え

る
言
葉

が
先

で
あ

っ
た

事

は
明
白

で
あ

る

と
思

わ
れ

ま

す

。

中

国

で
文

は
宇
宙

と
共

に
発
生

し

ま
す
。
和

歌

四
式

に
お

い

て

の
和
歌

の
発

生

に
対

す

る
観

念

は

あ

く

ま

で
も
神

話
的

で
あ

り
、
具
体

的

な
神

々
と
結

び

付

け

て
あ

り

ま

す
。

神

話

と

云

う
も

の

が

一
度

限

り
に
定

め
ら
れ

た
も

の
で
な
く
、

イ

デ
オ

ロ
ギ

ー
と

と

も

に
変

わ

っ
て
行

き

ま
す

の
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で
、
そ

の
四
式

の
中

に
も

、
そ

う
云
う
変

化
を

明

瞭

に
見

る
事

が

出

来

ま

す

。

今

知

ら

れ

て

い

る
古

代
歌

論

の
中

で
最

初

の
も

の
と
さ

れ

て
い
る

の
は
藤
原
濱

成

の

『
歌
経

標
式

』
で
、
七

七

二

年
頃

の
奈
良

時
代

後
期

の
作

品
と

さ
れ

て

い
ま

す
。

こ
れ

は
中

国

の
影

響

が

強

く

、
和

歌

の

ス

タ

イ

ル
や
、
歌

病
、
押
韻

等

の
原
則

が
設
定

さ
れ

て

い
る
歌

論

で
す

。

然

し

、

影
響

と

云

う

の

は

そ

っ
く

り

の

コ
ピ

ー
を
意
味

す

る
わ

け

で
は
な
く
、

一
見

同

じ

も

の

で
も

、
新

し

い
文

化

に

取

り
入
れ

ら
れ

て
、

そ

の
部

分

に
成

っ
て
か

ら
、

そ

の
文

化

に
お

い

て
は
、

新

し

い
要

素

と

連

結

さ

せ

る
よ
う

に
な
り

ま
す
。
又

は
も

っ
と
発

達

し

た
文

化

か

ら
何

を

選

ぶ

か

と

云

う
選

択

そ

の
も

の
も
、

よ
り
若

い
文
化

の
性
格

と
姿

に
よ
り
ま

す

。

そ

の
姿

の
特

徴

こ
そ
、

選

択

を

決

め

る
要

因

で
あ

る
と
思

わ
れ

ま
す
。
例

え
ば
、

『
歌
経

標
式
』

の
中

に
和
歌

の
部

分

の
区

別

と

名

前

は
中

国
風

で
、

そ

の
ま

丶
後
世

に
伝

わ

り
、
中

世

の
歌

学
書

に
も

現

わ
れ

ま

す

。

一
二
六

二

年

の

『
和

歌
伊

呂
波
』

に
も
和

歌

の
句
を

頭
、
胸

、

腰

、

尾

と
表

現

し

て

い
ま

す

。

そ

の
詞

は

全

体

と
し

て
、
動

物

の
像
を

組

み
立

て
る

よ
う

で
す

。

そ

の
よ

う

な
生

物

に
近

い
姿

は
和

歌

と

限

ら
ず

、
日
本

の
古
典

文

学

に
、

そ
れ

以

外

に
も

出

て
く

る
考

え
方

で
す

。

『
出

雲

風
土

記
』

に

「
国
之

大
體

首
震

尾
坤

」
が
あ

り
、
伝
統

的
な

読

み
下
し

は

『
く

に

の
お

お
き

か

た

ち

は

、

ひ
む

が
し

を

は
じ
あ

と
し
、
羊

さ

る

の
か

た
を
を

は

り
と

す
』

と

あ

り
ま

す

が

、

こ

の
読

み

下

し

は

詳
し

い
説
明

に
似

て
い
ま
す
。

こ
こ
に
体
、
首

と
尾

の
意

味

は
転

義

で
な

く

、

む

し

ろ
生

き
物
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の
姿

か

た
ち
を
組

み
立

て
る
言
葉

に
近

い
と
考

え

た

い

で
す

。

生

物

で
あ

る
か

ら

こ

そ
、

ヤ

ツ

カ

ミ
ヅ

オ
ミ

ツ
ヌ
ノ
命

は
志

羅
紀

の
三
崎

に

「
国
来

々
々
」

と
呼

び

か

け

て
、

国

引

き

を

し

ま

し
た
。
国

の
地
方

と
島

を
生

き
物

と

し

て
い
る
最
初

の

テ
キ

ス
ト

は

『
古

事

記

』

の
国

生

み

と

思

わ

れ
ま
す
。

「
此

の
島

は
、
身

一
つ
に
し

て
、

面

四

つ
有

り
。
面

毎

に
名

有

り

。

故

、

伊

豫

国

は
愛
比

賣
と
請

ひ
、
讃

岐

国
は
飯

依
比
古

と
請

ひ
、

粟

国

は
大

宜

都

比

賣

と

請

ひ
、
土

左

国

は

建

依
別

と
請

ふ
」
等

で
す
。
御

覧

の
よ
う

に
、

こ

の
名

前

に
男

性

と

女

性

の
区

別

が

は

っ
き

り

と
さ

れ

て
い
ま
す
。
歌

も
生

き
物

の

一
つ
と

し

て
、

神

々

の
創

造

で
す

。

し

た

が

っ
て
、
中

国

か

ら
借

り
た

も

の
に
も
関

わ

ら
ず
、
文
化

の
中

に
、

い
わ

ば

、

重

要

な

意

味

の
彩

り
、

あ

る

い

は
、
意
味

の
連
鎖

と
な

っ
て
来

ま

す
。

『
歌
経

標
式
』

と
、
次

の
三

つ
の
歌

学
書

の
権

威

は
大

き

か

っ
た
よ

う

で
す
。

式

と

云

う

タ

イ

ト

ル
の
部

分

そ

の
も

の
も

和
歌

四
式

の
重
要

性
を

確
認

し

て

い
ま

す

。

こ
れ

か

ら

の
歌

論

は
、

大
体

、
序
、
抄

等
と

名
づ

け
ま

す
が

、
式

な

ら
法
律

全

書

み
た

い

に
聞

こ
え

る

タ

イ

ト

ル

で
、

中
世

に
は

『
歌
経
標

式
』

を
濱
成

御
言

宣

と
云

う
事

も

あ

り

ま

し

た

。

そ

れ

で
、

和

歌

四
式

は

最
古

の
歌

学
書

と
し

て
、
前
例

と

さ
れ

て
い

て
、

そ

の
前

例

は
神

話
的

な
性

格

を
持

っ
て
い

る

の
が
当
然

で
あ

る
と
思

わ

れ
ま

す
。

さ

て
、

そ

の
歌
学

書

に
は
最

初

に
和
歌

を
作

っ
た
神

の
名

前

が

上

げ

ら

れ
、

初

め

て
、

和

歌
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の
前
例

の
事

が
設

置

さ
れ
ま
す

。
「
歌
経

標
式
」

は
平

安
時

代

に
、
少

な
く

と

も

二

つ
の
古

写
本

と
し

て
流
布

し

て

い
ま

し
た
。

一
つ
は
真

本

で
、

そ
れ

か

ら

、

平

安
後

期

に
は

こ

の
真

本

を
抄

出
し

た
抄
本

と

が
共

に
用

い
ら
れ
、
藤

原
清
輔

と
俊

成

等

が

抄

本

を

用

い

て

い

て
、
定

家

と
仙

覚
が
真

本
を

用

い

て
い
ま
し

た
。

真
本

に
、

「
臣
濱

成
言
。
原

夫
歌

者
、
所

以
感
鬼

神
之
幽

情

、
慰
夫
人

之
戀

心
者

也

。

…

…
、

韻
者

所
以

異
於
風

俗
之

言
語
。
長

以
遊

之
精
神

者
也

。

故

有

龍

女

帰

海

天

孫
膾

於

戀
婦

歌

、
味

耜
昇

天
會
者

作
稲

威
之

詠
。
近
代

歌
人

雖
長
歌

句
、

未

知

音

韻

」

と

書

い

て
あ

り

、
抄

本

に
は

「
昔

、
自

一
橋

之
下

男
女
定

陰

陽
之
義

、
八
島
之

上
山

川
分

流
岐

の
義
。
神

明
感

猶
寄
詞
於
歌
詠
、

精
誡

所
應
莫

不
資

其
謳
吟

。
素
盞

烏
尊

之
詠
出

編
簡

不
朽

。
衣
通

比
咲
之

歌
被

管
絃

而

猶

存
。
」

と
書

い
て
あ

り
ま
す
。

さ

て
、
和
歌

の
発

生

に
関
係

が

あ

る
神

々

の
名

は
、

纏

め

て
云

う

と

、

伊
邪

那
岐

・
伊
邪

那
美

、
須
佐
之

男

、
衣

通
姫

、
そ

の
他

、
龍

女

と
天

孫

、

云

い
換

え

れ

ば

、

豊
玉

毘
賣

と
火

遠
理
命

又

は
味
耜

(
味
耜
高

彦
根

の
神

)

で
す
。

今

迄

に
、

そ

の
神

々
を

め

ぐ

る
神

話

の
解
釈

が
か

な
り
多

く
、

そ

の
解
説

と

理
論

は
時

々
矛
盾

し

て

い
ま
す

。

詳

細

は
、

省

略

し

た

い
と
思

い
ま

す
が
、
珍

し

い
事

に
、
火

遠

理

命

を

除

い

て
、

そ

の
神

々

の
中

で

日
向

系

と

高
天

原
系

の
神
話

の
主

な
神

は
歌

を
詠

ん

で
い
ま
せ

ん
。

天

照
大

御

神

、

高

御

産

日
尊

、

邇

邇

藝
尊

は
和
歌

を
作

り
ま

せ

ん

で
し

た
。
多

く

の
場

合

、

前

に
申

し

上

げ

た
神

の
名

と
、

そ

の
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神

の
事

を
語

る
神
話

は
、
「
記
紀
」

の
編
集

の
前

の
時
期

に
は
あ

ま
り
関

係
が

な
か

っ
た

の

で
、

そ

の
神

の
所
属

は
非

常

に
曖

昧

で
す
。
仮

定
と

し

て
、

そ
う

い
う

分

析

の
試

み

を

し

た

い
と

思

い
ま
す

が
、

こ
れ
は
仮
説

に
過
ぎ

ま
せ

ん
。

大

林
太

良
氏

の
研
究

に
よ

る
と
、
伊
邪

那
岐

・
伊

邪

那

美

は
オ

セ

ア

ニ
ア
系

の
神

話

の
神

々

で
あ
り
、
須

佐
之

男

は
出

雲
系

、
衣
通

姫

は
詠
ん

だ

和

歌

の
内

容

か

ら

考

え

る

す

る

と

、

海
人

の
よ
う

な
海
と

結
び

つ
い

て
い
る
神
と

見

て
も

よ
ろ
し

い
よ

う

で
す

。

豊

玉

毘

賣

は
海

神

の
娘

で
、

ワ
タ

ツ
ミ
は

『
新

選
姓

氏
録
』

に
よ
る
と

、

海

人

の
先

祖

の
神

と

さ

れ

て

い
ま

し

た

。
海

の
王
様

の
娘
と

の
結

婚

は
、
益

田
氏

が
書

い
て

い
る

よ
う

に
、

セ

レ
ベ

ス
を

源

と

す

る

筋

書

き

で
あ
り

ま
す

の
で

ア
ル
タ
イ
系

の
土
着

の
神
話

で
は
な

い
と

思

わ

れ

ま

す

。

そ

の
神

話

に
天
孫

系

の
和
歌

が
挿

入

さ
れ

て

い
ま

す
が
、

そ

の
理
由

は
、

多

分

、

二

つ
の
違

っ
た
神

話

の

サ
イ

ク

ル
を
結

び
付

け
る
為

か
も
知

れ

ま
せ

ん
。
そ
れ

に
、

松

前

健

氏

の
考

え

に
よ

る

と

、
火

遠

理
命

は
元

々
隼

人
族

の
英
雄

で
し

た
。
味

耜
高
彦

根

は
大
国

主

命

の
子

で
、
出

雲
系

の
神

で
す

が

、

記
紀

の
編

集

の
時

に
、
大

和
系

の
神

話

の
主
人

公
と

な

っ
た

と

推

測
出

来

る

可
能

性

が

あ

り

ま

す
。後

世

に
和
歌

の
神

と

さ
れ

た
住

吉
大

明
神

は
海
神

で
、

伊

邪

那
岐

の
大

祓

い

の
時

に
産

ま

れ

た
三

つ
の
海
神

か

ら
成

っ
て
い
ま
す

の
で
、
三

つ
の
頭

の
竜

神

ら
し

い
と
云

う
説

も
あ

り

ま

す
。
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竜

神
系

の
神

話

は
、
多
分

天
皇

族
系

で
は
な

い
と
思

わ

れ

ま

す

。

そ
し

て
、

こ

の

一
番

最

初

に

記

さ
れ
た
和

歌

の
起
源

を
物

語

る
神

話

は
天

皇
族

の
伝
統

で
な
く
、
稲

作
文
化

よ
り
、
海

運

と
、

海

産
物

に
頼

っ
て
生

き

る
民

族

の
伝
統

で
あ

り

う
る

の

で

は
な

い
か

と

の
推

測

に
達

す

る
事

が

出
来

ま
す
。
前

に
、
神

代

の
詞

の
目
録

に
も
神

・
潮

と

云

う

一
対

が

あ

り

ま

し

た

が

、
意

味

の

な

い

一
対

で
は

な
さ

そ
う

に
思

え
ま
す
。

疑

わ
し

い
推

測

か

ら
、
ま

た
四
式

の
テ
キ

ス
ト

に
戻

り

ま

し

ょ
う
。

時

代

が
変

わ

る

と

、
初

め

の
整

え

ら
れ

た
形
式

を
持

っ
て
い
る
和

歌

の
神
話

的
作

者
も

変

わ

っ
て
行

き

ま
す
。

平
安

初
期

の
藤

原
喜

撰

の

『
大
和
歌

作
式

』

へ
移

っ
て
見

ま

し

ょ
う
。

喜

撰

も

濱

成

と

同

じ

よ
う

に
、
和
歌

の
起

源
、
と

云

う

の
は
整

理

さ
れ

て

い
な

い
古

代

歌
謡

か

ら
整

え

ら

れ

た
和

歌

の
発
生

を

一
定

の
神

に
帰

し

て
い
ま
す

が
、

イ
デ

オ

ロ
ギ

ー

の
変

化

と
共

に

こ

の
神

は
文

殊

師

利
菩

薩
と

な
り

ま
す
。

文

殊
菩

薩

の
選
択

は
、
疑

い
な
く
、
偶

然

で
は
あ

り

え

ま

せ

ん

。

そ

の
菩

薩

の
別
名

は
梵

語

で
ζ
穹

甘
σq
げ
○
ω
9
で
、

こ
の
言

葉

は

「
美

し

い
声
」

と
云

う
意

味

で
あ

っ
て
、

も

う

一
つ
の
別

名

は
く
p
σq
δ
<
p
弓
9
、

と
云

う

の
は

「
言
葉

の
主
」

で
あ

り
ま
す

。

喜
撰

に
よ
る
と
、

「
風
聞

、
和
歌
自

神
御

世

傳
而
未

定
章

句
。
隠
人

文
殊

現
於

聖

徳

御

世

撰

字

定

三
十

一
」

で
す
。

そ

の
文
章

に
は
濱

成

の
取

り
上
げ

た
神

の
名

は

一
つ
も
あ

り

ま
せ

ん
。
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喜

撰

に
と

っ
て
は
神
代

の
和
歌

が
未

だ
整

え
ら

れ

て
い
な

い
、

形
式

の
な

い
も

の

で
あ

り

、
神

代

の
歌

は
混
沌

の
状
態

に
近

い
と
解

釈
し

て
よ

い
と
思

い
ま

す

。
隠

さ

れ

た
菩

薩

が
姿

を

現

し

て
か

ら

こ
そ
、
調
和

(
ハ
ー

モ

ニ
ー
)

に
達
す

る
可
能

性

が
出
来

た

の

で
す

。

次

の
歌

学
書

、
孫
姫

の

胴
和

歌
式

」

に
は
衣

通
姫

の
名

前

し

か
出

て
来

ま

せ

ん

。

和
歌

四
式

の
最

後

の

「
石

見
女

式
」

は
き
わ
め

て
興

味
深

い

テ
キ

ス
ト

で
、

住

吉

大

明
神

自
身

が

そ

の
作

者

と
さ
れ

て
い
る
事
も
珍

し

い
で
す

し

、
又

、
そ

の
歌

学

書

に
和

歌

の
句

、

三

十

一
の
音
節

、

各

々
、
仏
と
神

々
に
対
応

す

る
制

度

が
立

て
ら
れ

て

い

ま
す

が

、

今

知

ら

れ

て

い
る

「
石

見
女

式
」

の

テ
キ

ス
ト
は
、
多
分

、
鎌

倉
時

代
末
期

の
異

文

で
す

の

で
、

今

は

そ

の
歌

論

に

つ
い

て

申

し
上
げ

な

い
方

が
適

当

で
あ

る
と
思

わ
れ
ま

す
。

尚

、
喜
撰

の

『
大
和

歌
作

式
」
か

ら
七
十

年

位
経

っ
て
、
紀

貫

之

の

『
古

今

和

歌

集

』

の
序

が
現

わ
れ

ま
し

た
。

こ

の
序
文

の
中

に
も

、
御

存

知

の
様

に

、
最

初

に
歌

を

詠

む

神

々

の
名

前

が
出

て
来

ま
す

が
、
貫
之

の
考

え
方

は
喜
撰

を
無
視

し

て

、
和

歌

に

つ
い

て

の
最

初

の
歌

学

書

と
同

じ

よ
う

に
、
和

歌

の
起
源

を
菩
薩

で
な
く

、
神

に
帰

し

て
お

り
、

そ

の
神

は
下

照

姫

と

須

佐
之

男

の
尊

で
す
。
須
佐

之
男

は
出

雲
系

の
神
話

に
属

し

て

い

て

、
下

照

姫

は
大

国

主

の
娘

で

り

て
、
出
雲

の
女
神

と
考

え

て
よ

い

で
し

ょ
う

。
淑

望

の
眞
名

序

に

は
下

照

姫

の
名

前

が

出

て

来

ま
せ

ん
が

、
須

佐
之

男

の
後

は

[
海
童

之
女

」

と

[
天
神

之

孫

」

が

数

え
上

げ

ら

れ

て

い
ま
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す

。
注

目
す

べ
き
事

に
、
貫

之

に
と

っ
て
は

一
み

そ

も

じ

あ

ま

り

ひ
と

も

じ
」

が

現

わ

れ

た

の

は

[
人

の
よ
と

な
り

て
、
す

さ

の
を

の
み

こ
と

よ
り
ぞ
」
と

云

う

の
で
す

。
『
古

事

記

』

で
は

神
代

が
天
之

御
中

主
か

ら
鵜
葺

草

不
合
命

ま

で
で
す

が

、
十

世

紀

の

こ

の
文

人

に
と

っ
て
神

代

は
七

代

の
神

の
時

代

に
縮

ま

っ
て

い
ま
す

。
『
古
今

集
』

で
は

、
初
あ

て
、
和

歌

の
起

源

が
人

間

を
連

想

さ
せ

て

い
ま
す

。
『
古
事

記
』

に
初
め

て
人
間

が
現

わ
れ

る

の
は
出
雲

に
お

け

る
須

佐

之

男

の
神
話

の
中

で
す
。

そ
し

て
、
貫

之

が
前

の
四
式

に
出

る
神

の
中

に
須

佐

之

男

を

選

ん
だ

理

由

は
二

つ
あ
る
と

思

い
ま
す

。
第

一
に
は

、
神

と
並

ん

で
人

間

の
役

割

を

強

調

す

る

た
め

で
あ

り

、
第

二

に
は
歌

謡
と

和
歌

の

一
番
強

い
伝

統
が
天

孫

文

化

よ

り

も

、

む

し

ろ

、
大

和

国

家

の

周

辺
文

化

の
伝
統

か
ら
来

る
も

の
で
、
須
佐
之

男

は

「
記

紀

」

の
中

の
あ

ら

ゆ

る
周

辺

文

化

の

一
番
重

要
な
神

と

な

っ
て

い
る
わ

け

で
す

。
歌

は
実

際

に
出

雲

か

ら

由
来

し

て

い
る

か

、
海

人

族

に
遡

る
の
か
と

云
う
問

題

は
ま
だ

確
か

に
解
決

し
難

い
と

思

い
ま

す

。

し

か

し

、

四
式

に
よ

る
と

、
そ

の
よ
う
な
可

能
性

が
全

く
無

い
と

も
云
え
な

い
と

思
わ

れ
ま
す

。

さ

て
、
今

日
、
和

歌
と

古
代

神
話

の
世
界

の

つ
な

が

り

を

異

な

っ
た
場

面

を

対

象

と

し

て
検

討

す

る
試

み
を
し

て
、
和
歌

の
起

源

に
関

し

て
歴
史

的

な

ア
プ

ロ
ー
チ

と

、
神

話

的

な

考

え

方

を
少

し
取

り
上
げ

て
み
ま

し

た
。

最
後

に
申

し
上
げ

た

い
と
思

う

の
は
、
古
代

の
意

識

か

ら

、
文

学

的

、
歴

史

的

、

個

人

的

な
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意

識

に
移

り
変

わ

っ
て
来

た

日
本
文

化

は
新
し

い
性
質

を

得

て
、
中

国

の
文

化

の
影

響
を

受

け

な
が

ら
も

、
文

学
以
前

の
時

代

か
ら
ず

っ
と

神
話

の
匂

を
持
ち

続

け

て
来

た
と
思

わ
れ

ま
す

。
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***発 表 を 終 え て***

学生 の頃か ら奈良時代 と平安初期の 日本文化 と民間信仰 につ い

て勉強 した り、 日本古典 文学 を ロシア語 に翻訳 したり して来 た私

に、今 ようや くその時が訪 れ、 自分の この 目で 日本を見 るチ ャ ン

スがめ ぐって来 ました。何よ りも日本 の文学、文化の起源や古 代

史 に関心を持 ってお りま したので、,日本 へ の 出発 の前 に最 も不

安 に思 ったのは次のよ うな点 で した。「一体 、私が今 まで勉強 し、

馴染んで来た日本は、まだ存在 してい るので しょうか。それとも、

眼前に追 ってい るのは、超近代的 、超産業 的な国か も知れません。

その国は私 の想像 の中に生 きている日本 と一致す るので しょうか。」

幸いな事 に、明 日香、藤原宮跡、奈良 、京都 、滋賀 の社寺 、伊勢

大神宮 、島根 の出雲大社、熊野大社 や長野 の諏訪大社 などを見学
うま

す る事 が出来 た上 に、「美 し京都」を毎 日歩 き、 日本 の美 しい景

色 に見惚 れるなど、立派 な新 しい文化 の中に現存 している豊 か な

太古 の要素 にも十分 に触れ る幸せ な機会 に恵 まれま した。

現実 の日本 を訪れて得た深 い印象 と新 しい知識 を貯 えて 、 これ

か ら日本 の文学 と文化に関す る自分の考 え方 を多 くの点で修 正す

る必要が あると感 じてお ります。今回の発表 に関 して皆様方 の こ

批評や ご意見を頂 いた ことを機会 に、 この ような修正へ の第一 歩

を歩 み出す ことが出来ま した。

この ような機会を作 って下 さった国際交流基金 と国際 日本文 化

研究 セ ンターの多 くの方 々、就 中、中西進先生お よび個人的 に暖

か い声援を頂いた研究協力専 門官 の臼井祥 子女史に厚 く御礼 を申

し上 げます。

爽{ン 制 。碗 ゾ0し
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日文研 フォーラム開催一 覧

r

回 年 月 日

丶

発 表 者 ・ テ ー マ

1
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)

EngelbertJORIβEN

「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」

⑤
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)

SepPLINHART

「近世後 期 日本の遊 び一拳を中心 に一」

⑦
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



⑨

r

元.2.14

(1989)

、

厳 安生(北 京外国語学院日本語学部助教授)

YANAnSheng

「中国人留学生の見た明治 日本」

⑩
元.4.11

(1989)

劉 敬文(遼 寧大学 日本研究所副所長)

LIUJingwen

「教育投資と日本の戦後経済高度成長」

⑪
元.5.9

(1989)

スザンヌ ・ゲイ(オ ベ リン大学助教授)

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」

⑫
元.6.13

(1989)

夏 剛(京 都工芸繊維大学助教授)

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」

⑬
元.7.11

(1989)

エル ンス ト・ロコバ ント(東 洋大学助教授)

ErnstLOKOWANDT

「国家神道を考 える」

⑭
元.8.8

(1989)

キム ・レーホ(ソ 連科学 アカデ ミー ・世界文学研究所教授)

KIMRekho

「近代 日本文学研究 の問題 点」

⑮
元.9.12

(1989)

ハル トムー ト○.ロ ーターモ ンド

(フランス国立高等研究 院教授)

HartmutO.ROTERMUND

「江戸末期 における疱瘡神 と疱瘡絵の諸問題」

⑯
元.10.3

(1989)

汪 向榮

(中国中日関係史研究会常務理事 ・日文研客員教授)

WANGXiang-rong

「弥生時期日本に来た中国人」

⑰

㌦

元.11.14

(1989)

ジェフ リー ・ブロー ドベ ン ト(ミ ネソタ大学助教授)

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

一
兀.12.12

(1989)

、

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)

IanHideo:LEVY

「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」

⑳
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」

⑳

㌧

2.10.9

(1990)

ケネス ・クラフ ト(リパイ大学助教授)

KennethKRAFT

「現代 日本 における仏教 と社会 活動」
ノ



72

r

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 トのべ一パルス王伝 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」

⑳
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)

Miko血jMELANowlcz

「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

㌧

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丘rgenBERNDT

「ドイッ統合 とベル リンにおける森 鴎外記 念館」
ノ



⑳

〆

3.9.10

(1991)

丶

ドナル ドM.シ ーキ ンス(琉 球大学助教授)

DonaldM.SEE:KINS

「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」

⑳
3.10.8

(1991)

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」

⑱
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」

⑳
4.1.14

(1992)

サウィ トリ・ウィシュワナタン

(デ リー大学教授 ・日文研 客員教授)

SavitriVISHWANATHAN

「イ ンドは日本 か ら遠 い国か?一 第二次大戦後の

国際情 勢 と日本のイン ド観の変遷 一」

40
4.3.10

(1992)

ジャン=ジ ャック ・オ リガス

(フ ランス国立東洋言語文化研究所教授)

Jean-JacquesORIGAS

「正 岡子規 と明治の随筆」

⑪
4.4.14

(1992)

リブシェ ・ボハーチコヴァー(プ ラハ国立博物館 日本美術

元 キュ レーター ・日文研客員教授)

Libu忌eBOHA6KovA

「チェコスロバキアにおける日本美術」

24

丶

4.5.12

(1992)

ポール ・マ ッカーシー(駿 河 台大学教授)

PaulMcCARTHY

「谷崎文学の 『読 み』と翻訳:ア メ リカにおける

最近の傾向」
ノ



r 丶

G.カ メ ロ ン ・バ ー ス ト皿(ニ ュ ー ヨ ー ク 市 立 大 学 リー マ ン

43
4.6.9

(1992)

広島校学長 ・カ ンザス大学 東 アジア研 究所 長)

G.CameronHURST皿

「兵法から武芸へ一徳川時代における武芸の発達一」

44
4.7.14

(1992)

杉本 良夫(オ ース トラリア ・ラ トローブ大学教授)

YoshioSUGIMOTO

「オース トラリアか ら見た 日本社会」

王 勇(杭 州大学 日本文化研究センター教授 ・日文研

⑮
4.9.8

(1992)

外国人研究員)

WANGYong

「中国における聖徳太子」

⑯
4.10.13

(1992)

李 栄 九(大 韓民国中央大学教授 ・日文研客員教授)

LEEYoungGu

「直観 と芭蕉の俳句」

ウ ィ リア ムD.ジ ョ ン ス ト ン

⑰
4.11.10

(1992)

(米 国ウェス リアン大学助教授 ・日文研客員助教授)

WilliamD.JOHNSTON

「日本疾病史考 一『黴毒』の医学的 ・文化的概念の形成」

マノジュL .シ ュ レスタ(甲 南大学 経営学部講 師)

⑱
4.12.8

(1992)

ManojL.SHRESTHA

「アジアにおける日系企業 の戦略転換
一技術移転をめ ぐって一」

朴 正義

⑲
5.1.12

(1993)

(圓光大学校師範大学副教授 ・日文研来訪研究員)

PARKJung-Wei

「キ リス ト教 受容 における日韓比較」

マ ー テ ィ ン ・ コ ル カ ッ ト

50
5.2.9

(1993)
(米国 プ リンス トン大学教授 ・日文研客員教授)

MartinCOLLCUTT

「伝説と歴史の間一北條政子 と宗教」
㌧ ノ



r

-丶

清水 義明(米 国 プ リンス トン大学 マーカン ド栄誉教授)

⑪
5.3.9

(1993)

YoshiakiSHIMIZU

「チ ャール ズL.プ リア ー(1854～1919)と ブ リア ー美 術 館

一米国 の日本美術 コレクションの一例 として一」

金 春美(高 麗大学教授 ・来訪研究員)

⑫
5.4.13

(1993)
KIMChoonMie

「近 代 日本知識人 の思想 と実践 一有島武郎の場合 一」

タキエ ・スギヤマ ・リブラ(ハ ワイ大学教授)

5.5.11 TakieSUGIYAMALEBRA
53

(1993) 「皇太子妃選択の象徴性
一旧身分文化との関連を中心として一」

姜 希雄(ハ ワイ大学教授 ・日文研客員教授)

5.6.8 H.W.KANG
54

(1993) 「変革 と選択:10世 紀の日本と朝鮮
一科挙 制度をめ ぐって一」

ツ ベ タ ナ ・ク リス テ ワ

⑮
5.7,13

(1993)

(ソ フィア大学教授 ・日文研客員教授)

TzvetanaKRISTEVA

「涙の語 り 一平安朝文学の特質一」

金 容雲

⑯
5.9.14

(1993)

(漢 陽大学教授 ・国際 日本文化研 究セ ンター客員教授)

KIMYong-Woon

「和算 と韓算を通 してみた日韓文化比較」

オ ロ フG.リ デ ィ ン

⑰
5.10,12

(1993)

(コペ ンハ ーゲ ン大 学教授 ・日文研 客員教授)

010fG.:LIDIN

「徳川時代思想における荻生徂徠」

マ ヤ ・ミル シ ンス キ ー

⑱
5.11.9

(1993)

(ス ロベニア・リュブ リアナ大学助教授 ・日文研客員助教授)
)

MajaMILCINSKI

「無常観の東西比較」
㌧ ノ



95

〆

5.12.14

(1993)

ウィ リー ・ヴ ァンドゥワラ(ベ ルギー ・ルーヴァン ・

カ トリック大学教授 ・日文研 客員教授)

WillyVANDEWALLE

「日本 ・ベルギー文化交流史 一南蛮美術から洋学まで一」

60
6.1.18

(1994)

J.マ ーティン・ホルマン

(ミシガン州立大学連合 日本センター所長)

J.MartinHOLMAN

「自然と為作 一井上靖文学における 『陰謀1一 」

61
6,2.8

(1994)

マイヤ ・ゲラシモワ(ロ シア科学アカデ ミー東洋学研究所研究員)

MayaGERASIMOVA

「外か ら見 た日本文化 と日本文学
一俳句の可能性 を中心 に一」

62
6.3.8

(1994)

オギュスタン ・ベルク

(フ ランス ・社会科学高等研究院教授 ・日文研 客員教授)

AugustinBERQUE

「和辻哲郎 の風 土論 の現代性」

⑱
6.4.12

(1994)

リチャー ド・トランス(オ ハ イオ州立大学助教授)

RichardTORRANCE

「出雲地方 に於 ける読み書 き能力 と現代文学 、1880～1930」

64
6.5.10

(1994)

シルバーノD.マ ヒウォ

(フ ィリピン大学 アジア ・セ ンター準教授)

SylvanoD.MAHIWO

「フィリピンにおける日本現状紹介 の諸 問題」

65
6.6.10

(1994)

劉 建輝

(中国 ・南開大学副教授 ・日文研客員助教授)

LIUJianHui

「『魔都』体験 一文学における日本人と上海」

66

、

6.7.12

(1994)

チヤールズ 」 クイ ン

(オハイオ州立大学準教授 ・東北大学客員教授)

CharlesJLQUINN

「私の 日本語発見一王朝文 を中心 に一」
ノ



76

广

6.9.13

(1994)

、

フランソワ ・マセ

(フランス国立東洋言語文化研究所教授 ・日文研客員教授)
'

FrangoisMACE

「幻の行列 一秀 吉の葬送儀礼 一」

⑱
6.11.15

(1994)

賈 恵萱

(北京大学教授 ・日文研客員助教授)

JIAHui-xuan

「中日比較食文化論一健康的飲食法の研究一」

69
6.12.20

(1994)

彭 飛

(日本学術振興会特別研究員)

PENGFei

「日本語の表現からみた一異文化摩擦のメカニズムー」

70
7.1.10

(1995)

ミハイル ・ウスペ ンスキー

(エル ミタージュ美術館学芸員 ・日文 研客員助教 授)

MichailV.USPENSKY

「根付 一ロシア・エル ミタージュ美術館の コレクションを

中心 に一」

71
7.2.14

(1995)

厳 紹 盪

(北京大学教授 ・日文研客員教授)

YANShaoDang

「記紀神話における二神創世の形態 一東アジア文化とのか

かわり一」

⑫
7.3.14

(1995)

王 家 騨

(中国 ・南開大学教授 ・日文研客員教授)

WANGJiahua

「渋沢栄一の 『論語算盤説』と日本的な資本主義精神」王

37

㌦

7.4.11

(1995)

ア リソン ・トキタ

(オース トラ リア ・モナシュ大学助教授 ・日文研客員助教授)

AlisonTOKITA

「日本伝統 音楽 における語 り物 の系譜 一旋律 型 を中心 に一」

ノ



⑭
7.5.9

(1995)

、

リュ ドミー ラ ・エルマ コーワ

(ロ シア科学 アカデ ミー東洋学研究所極東文学課長)

LioudmilaERMAKOVA

「和歌の起 源一神話 と歴史 一」

75
7.6.6

(1995)

バ トリシア・フィスター

(日文研客員助教授)

PatriciaFISTER

「近世 日本の女性画家 たち一」

76
7.7.25

(1995)

崔 吉 城

(広島大学総合科学部教授)

CHOIKil-Sug

「『恨』の日韓比較の一考察」

77
7.9.26

(1995)

蘇 徳 昌

(奈良大学教養部教授)

SUDechang

「日中の敬語表現」

78
7.10.17

(1995)

李 均 洋

(西北大学副教授 ・日文研来訪研究員)

LIJunYang

「一日・中比較文化考一雷神思想の源流 と展開」

97

丶

7.11.28

(1995)

ウィリアム ・サモニデス

(カ ンザス大学助教授 ・日文研客員 助教 授)

WilliamSAMONIDES

「豊 臣秀吉 と高 台寺 の美術」
ノ

○は報告書既刊
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編集発行 国際 日本文 化研究セ ンター
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国際日本文化研究センター
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国際日本文化研究センター







■ 日時

1995年5月9日

午後2時 ～4時

■ 場所

国際交流基金 京都支部
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