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1  授業は先生と生徒との対話で展開される 2  授業風景。生徒が卒業論文の進捗を報告
3  ゼミ旅行で訪れた京都にて、平安京の石碑巡り 4  石碑を頼りに京都の町を歩き、平安京を体感
5  出席者一同で集合写真

中
川
照
将
先
生
の
中
古
文
学
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

（
以
下
、
中
古
ゼ
ミ
）
で
は
、
中
古
文
学
と
呼

ば
れ
る
主
に
平
安
時
代
の
文
学
に
関
す
る
研
究

を
扱
い
ま
す
。

一
般
的
に
ゼ
ミ
活
動
の
形
式
は
大
学
や
専
攻
、

担
当
教
員
に
よ
っ
て
大
き
く
異
な
り
ま
す
が
、

私
が
所
属
す
る
国
文
学
専
攻
で
は
、
基
本
的
に

一
人
一
つ
の
テ
ー
マ
を
決
め
て
、
各
自
で
卒
業

論
文
を
執
筆
し
ま
す
。
そ
の
中
で
も
中
古
ゼ
ミ

で
は
、
3
年
次
の
時
点
で
自
分
の
興
味
関
心
の

方
向
性
を
定
め
て
、
2
年
間
と
い
う
比
較
的
長

い
時
間
を
か
け
て
卒
業
論
文
を
完
成
さ
せ
て
い

き
ま
す
。
3
年
次
の
う
ち
は
あ
ら
か
じ
め
指
定

さ
れ
た
テ
ー
マ
の
調
査
・
発
表
を
す
る
こ
と
で

練
習
を
重
ね
て
、
4
年
次
か
ら
各
自
の
研
究
に

取
り
組
む
ゼ
ミ
も
あ
り
ま
す
が
、
自
身
の
好
奇

心
に
思
い
切
り
向
き
合
う
こ
と
の
で
き
る
中
古

ゼ
ミ
の
体
制
が
、
私
に
は
よ
く
合
っ
て
い
た
と

思
い
ま
す
。

平
安
時
代
に
は
、
教
科
書
で
誰
も
が
一
度
は

読
ん
だ
こ
と
が
あ
ろ
う
『
源
氏
物
語
』
や
『
伊

勢
物
語
』『
竹
取
物
語
』
な
ど
、
長
い
年
月
の

中
で
多
様
な
作
品
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
私
た
ち

の
ゼ
ミ
は
、
そ
う
し
た
中
古
文
学
に
関
わ
る
研

究
な
ら
Ｏ
Ｋ
と
い
う
門
戸
の
広
さ
が
魅
力
で
あ

り
、
中
古
文
学
自
体
を
研
究
対
象
に
す
る
学
生

も
い
れ
ば
、
中
古
文
学
へ
の
興
味
を
足
掛
か
り

に
、
平
安
時
代
の
文
化
・
風
習
や
、
マ
ン
ガ
、

古
い
時
代
の
写
本
や
解
説
書
な
ど
を
題
材
に
し

た
研
究
に
励
む
学
生
も
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
に
、

ゼ
ミ
で
の
学
び
の
多
く
が
私
た
ち
の
興
味
関
心

と
自
主
性
に
委
ね
ら
れ
て
お
り
、
卒
業
ま
で
の

2
年
間
を
か
け
て
、
本
当
に
や
り
た
い
こ
と
、

知
り
た
い
こ
と
に
じ
っ
く
り
と
向
き
合
う
こ
と

の
で
き
る
ゼ
ミ
な
の
で
す
。

中
古
ゼ
ミ
の
3
年
次
は
、
各
自
が
興
味
の
あ

る
作
品
や
研
究
の
方
向
性
を
模
索
す
る
と
こ
ろ

か
ら
始
ま
り
ま
す
。
最
初
は
文
学
研
究
の
専
門

性
の
高
さ
ゆ
え
に
、
右
も
左
も
分
か
ら
な
い
た

め
、
ま
ず
は
こ
の
作
品
の
こ
こ
が
気
に
な
る
、

と
い
う
糸
口
を
見
つ
け
ま
す
。
そ
の
後
は
、
そ

の
糸
口
を
少
し
ず
つ
ほ
ど
く
イ
メ
ー
ジ
で
、
作

品
や
関
連
す
る
論
文
を
読
ん
で
疑
問
を
解
消
し

な
が
ら
、
さ
ら
に
新
た
な
疑
問
や
興
味
を
見
つ

け
て
い
く
作
業
を
繰
り
返
し
て
い
き
ま
す
。
そ
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中
川
ゼ
ミ
で
は
、
主
に
平
安
時
代
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
中
古
文
学
を
題
材
に
、
2
年
間
を
か
け
て
卒

業
論
文
制
作
に
取
り
組
み
ま
す
。
3
年
次
の
う
ち
は
皆
手
探
り
の
状
態
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
と
各
自
が
自

身
の
見
つ
け
た
課
題
に
自
負
と
熱
意
を
持
っ
て
取
り
組
む
姿
が
互
い
に
伝
わ
っ
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

中
古
文
学
に
ま
つ
わ
る
こ
と
全
般
を
研
究
対
象
に
で
き
、
か
つ
自
身
が
設
定
し
た
疑
問
に
長
い
時
間
を

か
け
て
向
き
合
え
る
と
い
う
、
関
心
に
基
づ
い
た
裁
量
度
の
高
さ
が
大
き
な
特
徴
で
あ
り
、
魅
力
で
す
。
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関
わ
り
合
い
を
通
じ
て
、
人
と
し
て
成
長
す
る

だ
け
で
な
く
、
学
生
に
と
っ
て
未
知
の
分
野
で

あ
る
「
研
究
」
に
必
要
な
真
摯
な
姿
勢
を
日
々

学
ん
で
い
ま
す
。
こ
う
し
た
先
生
と
学
生
間
の

距
離
の
近
さ
は
、
少
人
数
の
ゼ
ミ
な
ら
で
は
の

特
徴
で
は
あ
り
ま
す
が
、
決
し
て
当
た
り
前
の

こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
自
身
の
こ
れ
ま
で
の

経
験
を
振
り
返
る
と
、
こ
の
よ
う
な
機
会
を
得

ら
れ
る
こ
と
自
体
が
と
て
も
貴
重
な
の
だ
と
実

感
し
ま
す
。

ま
た
、
学
生
同
士
で
も
、
互
い
の
研
究
の
進

捗
報
告
を
聞
く
中
で
感
じ
た
こ
と
や
自
身
の
研

究
と
重
ね
た
上
で
の
気
付
き
が
あ
れ
ば
、
意
見

や
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
を
交
わ
し
て
い
ま
す
。
ゼ

ミ
員
の
進
捗
報
告
の
内
容
や
、
直
接
も
ら
っ
た

意
見
か
ら
新
た
な
発
見
に
つ
な
が
る
こ
と
も
あ

り
、
同
じ
「
中
古
文
学
」
を
研
究
し
て
い
る
か

の
過
程
の
中
で
、
3
年
次
が
終
わ
る
頃
に
は
、

卒
業
論
文
の
執
筆
に
立
ち
向
か
う
た
め
の
体
力

と
知
識
の
体
系
的
な
地
盤
が
整
い
始
め
、
具
体

的
に
卒
業
論
文
で
明
ら
か
に
し
た
い
テ
ー
マ
も

少
し
ず
つ
見
え
て
く
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

と
は
い
え
、
作
品
や
論
文
を
読
み
解
く
に
し

て
も
、
卒
業
論
文
の
テ
ー
マ
を
探
す
に
し
て
も
、

や
は
り
一
筋
縄
で
は
い
か
ず
、
担
当
の
中
川
先

生
に
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
お
力
添
え
を
い
た
だ

き
ま
し
た
。
研
究
方
法
や
方
針
に
関
す
る
助
言

は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
先
生
は
、
研
究
に
携
わ

る
者
と
し
て
も
人
と
し
て
も
、
私
た
ち
一
人
ひ

と
り
の
個
性
や
適
性
を
よ
く
見
て
い
て
、
と
て

も
親
身
に
な
っ
て
く
だ
さ
い
ま
す
。
良
い
と
こ

ろ
を
見
つ
け
て
は
褒
め
て
く
だ
さ
り
、
一
方
で

と
き
に
は
厳
し
い
お
言
葉
を
い
た
だ
く
こ
と
も

あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
個
人
対
個
人
の
深
い

ら
こ
そ
の
つ
な
が
り
を
感
じ
て
ワ
ク
ワ
ク
す
る

瞬
間
が
あ
り
ま
す
。
中
古
ゼ
ミ
の
学
生
は
、
皆

そ
れ
ぞ
れ
が
自
身
の
研
究
や
課
題
に
自
負
を
持

ち
、
粘
り
強
く
取
り
組
む
人
た
ち
だ
と
私
は
考

え
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
姿
や
、
ゼ
ミ
員
の
興

味
深
い
研
究
か
ら
良
い
刺
激
を
も
ら
え
る
こ
と

も
、
中
古
ゼ
ミ
の
魅
力
の
一
つ
で
す
。

ゼ
ミ
活
動
が
よ
り
充
実
し
た
も
の
と
な
っ
て

い
る
理
由
の
一
つ
に
は
、
私
た
ち
の
専
攻
・
大

学
が
、
研
究
に
必
要
な
サ
ポ
ー
ト
が
充
実
し
て

い
る
こ
と
も
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
大
学
図
書
館
と
、

専
攻
ご
と
に
設
置
さ
れ
て
い
る
研
究
室
に
は
、

膨
大
な
数
の
蔵
書
が
保
管
さ
れ
て
お
り
、
大
学

の
最
寄
り
駅
の
沿
線
上
に
は
国
文
学
研
究
資
料

館
も
あ
り
ま
す
。
国
文
学
系
統
の
論
文
は
オ
ン

ラ
イ
ン
上
で
読
め
る
も
の
は
あ
ま
り
多
く
は
な

く
、
本
来
は
文
献
を
読
む
た
め
に
み
ず
か
ら
さ

ま
ざ
ま
な
場
所
へ
出
向
い
た
り
、
取
り
寄
せ
た

り
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
う
し
た
蔵
書

の
豊
富
さ
や
、
文
献
の
管
理
や
私
た
ち
の
手
助

け
を
し
て
く
だ
さ
る
職
員
の
方
々
に
恵
ま
れ
た

こ
の
環
境
の
お
か
げ
で
、
よ
り
積
極
的
に
研
究

に
打
ち
込
む
こ
と
が
で
き
ま
す
。

私
は
卒
業
論
文
と
し
て
、『
伊
勢
物
語
』
と

い
う
作
品
に
つ
い
て
、
鎌
倉
時
代
か
ら
江
戸
時

代
頃
ま
で
に
書
か
れ
た
古
い
注
釈
書
を
用
い
な

が
ら
、
当
時
の
人
々
か
ら
現
代
ま
で
ど
の
よ
う

な
解
釈
が
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
か
を
調
査
し

て
い
ま
す
。
こ
の
テ
ー
マ
は
、
私
が
高
校
生
の

頃
に
漠
然
と
抱
い
て
い
た
疑
問
が
も
と
に
な
っ

て
い
ま
す
。「
古
注
釈
」
と
呼
ば
れ
る
古
い
時

代
の
注
釈
書
の
世
界
は
想
像
以
上
に
奥
が
深
く
、

古
注
釈
を
題
材
に
し
た
論
文
を
ご
く
最
低
限
の

み
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
る
の
で
さ
え
約
1
年

を
要
し
ま
し
た
。
そ
れ
だ
け
の
長
い
時
間
と
専

門
性
を
費
や
し
て
古
注
釈
や
自
身
の
疑
問
に
向

き
合
う
と
い
う
試
み
は
、
中
古
ゼ
ミ
だ
か
ら
こ

そ
実
現
で
き
た
こ
と
だ
と
考
え
て
い
ま
す
。
そ

し
て
、
や
や
難
解
で
は
あ
り
ま
す
が
、
か
つ
て

は
知
ら
な
か
っ
た
古
注
釈
と
い
う
題
材
を
通
じ

て
、
当
時
の
私
の
疑
問
の
本
質
に
向
き
合
え
て

い
る
こ
と
が
と
て
も
楽
し
く
、
ま
た
、
3
年
次

の
初
め
は
さ
っ
ぱ
り
分
か
ら
な
か
っ
た
論
文
が

少
し
理
解
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
こ
と
に

気
付
い
た
と
き
は
、
そ
れ
だ
け
で
大
き
な
達
成

感
に
包
ま
れ
ま
し
た
。
中
古
ゼ
ミ
で
の
2
年
間

を
通
じ
て
養
わ
れ
て
き
た
、
こ
う
し
た
根
気
強

く
興
味
の
本
質
に
迫
ろ
う
と
す
る
力
と
好
奇
心

を
育
て
て
い
く
姿
勢
は
、
今
後
も
き
っ
と
私
の

支
え
に
な
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

文学部教授　

中
な か が わ

川 照
て る ま さ

将

このゼミでは、平安時代に作られた作品を中心に
研究しています。平安時代の作品としては『源氏物
語』や『枕草子』などが有名です。ゼミ生たちは、これ
らの作品がどのようにして作られ、何が描かれている
のかについて日々考えています。このように説明する
と「そもそも文学を研究することにどんな意義がある
のか」と言われたりします。その答えはなかなか出な
いのですが、ゼミ生たちの研究を見ていると、ふとそ
の答えが見えてくるような気がします。たとえば、「マ
ンガの男性キャラと女性キャラでは言葉遣いに違い
があるけれど、平安時代の物語に出てくる男性と女
性でも言葉遣いの違いはあるのか？」とか。「『竹取物
語（かぐや姫）』は中学の国語の教科書などで教材に使
われている作品だが、そもそもいつから教科書に使
われるようになったのか？」とか。このように、一言
で「文学作品を読む」といっても、ほんの少し視点を
変えてみるだけで、日本文化の歴史的変遷や現在注
目されているジェンダーの問題などが浮かび上がっ
てくるのです。
文学研究とは「文学」を研究するものですが、それ

はたまたま「文学」を通して社会の有り様を明らかに
しようとしているだけです。それが「経済」であろうと
「法律」であろうと、すべての学問が目的としているの
はただ一つ。それは、社会のあらゆる問題を明らかに
し、その研究結果を社会
に還元することです。そ
んなことを意識しながら、
今後もゼミ生たちと平安
文学を一緒に研究してい
きたいと思っています。

平安文学を読むことで、
なにがわかるのか？


