
二松学舎大学人文学会第 129 回大会 

プログラム 

 

■日  時 2024 年 12 月 14 日（土） 13:00～（開場 12:30） 

■開催方式 対面（講演は YouTube 配信併用を予定） 

■会  場 二松学舎大学 九段キャンパス 1 号館 2 階 201 教室（研究発表） 

地下 2 階 中洲記念講堂（講演） 

■講  演 片渕須直「枕草子から映画を作るには何と何が必要か」 

■研究発表 13:00～15:10 

■欧阳文彬「嘉靖壬午本『三國志演義』の注について」 

（本学大学院文学研究科博士後期課程） 

 

■三木啓介「『甄正論』引『呉越春秋』および『越絶書』の佚文について」 

（本学大学院文学研究科博士前期課程修了） 

 

■関俊史「張懐瓘における王羲之観―庾肩吾・李嗣真の評価を補助線に―」 

（本学文学部専任講師） 

 

■吉丸雄哉「創作における女の忍者の誕生と変遷」 

（本学文学部教授） 

 

■講 演 15:30～17:00 

 

  

■閉  会 17:00 
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嘉
靖
壬
午
本『
三
國
志
演
義
』
の
注
に
つ
い
て 

欧
阳
文
彬  

『
三
國
志
演
義
』(

以
下
は『
演
義
』)

は
、
中
国
文
学
史
上
極
め
て
重
要
な
作
品
で
あ
り
、

多
く
の
読
者
に
親
し
ま
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
こ
の
物
語
は
宋
元
期
の
民
間
に
お
け
る

三
国
故
事
を
土
台
と
し
、
史
書
に
よ
っ
て
考
証
し
た
り
、
エ
ピ
ソ
ー
ド
を
増
補
し
た
り
し
、

さ
ら
に
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
や
伝
説
的
な
要
素
を
加
え
て
、
英
雄
た
ち
の
物
語
を
描
い
て
い
る
。

現
代
に
お
い
て
も
世
界
各
国
の
言
語
に
翻
訳
さ
れ
、
広
く
読
ま
れ
て
い
る
。
し
か
し
、『
演

義
』
の
成
立
過
程
は
多
く
の
謎
に
包
ま
れ
て
い
る
。
作
者
さ
え
確
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
目
下
、

元
末
明
初
の
戯
曲
作
家
、
羅
貫
中
と
さ
れ
る
が
、
こ
の
人
物
に
つ
い
て
詳
し
い
足
跡
は
わ
か

っ
て
い
な
い
。『
演
義
』
の
成
書
以
降
、
数
世
紀
に
わ
た
り
様
々
な
版
本
が
作
ら
れ
、
多
く
の

批
評
家
や
書
坊
に
よ
っ
て
異
な
る
変
更
が
加
え
ら
れ
て
い
る
た
め
、
そ
の
本
来
の
姿
に
遡
る

こ
と
は
と
て
も
難
し
い
。 

本
発
表
で
は
、
数
十
種
の
版
本
の
中
で
現
存
最
古
の
嘉
靖
壬
午
本
を
対
象
と
し
、
先

行
研
究
を
踏
ま
え
、
嘉
靖
壬
午
本
の
小
字
注
を
手
が
か
り
に
検
討
を
試
み
る
。
具
体
的

に
は
、
小
字
注
を
本
文
と
注
の
関
係
、
注
の
内
容
及
び
年
代
に
よ
っ
て
分
類
し
、
ど
れ
が
作

者
の
手
に
よ
る
も
の
か
、
ど
れ
が
後
世
の
人
が
つ
け
加
え
た
も
の
か
、
ま
た
そ
の
割
合
と
変

遷
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
そ
れ
を
通
じ
て
、『
演
義
』
の
成
書
時
期
と
作
者
、
注
者
の
姿
を

う
か
が
え
る
だ
ろ
う
。 

（
お
う
よ
う
・
ぶ
ん
ひ
ん
／
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
後
期
課
程
）        

『
甄
正
論
』引『
呉
越
春
秋
』お
よ
び『
越
絶
書
』の
佚
文
に
つ
い
て 

三
木
啓
介 

 

後
漢
期
に
成
立
し
た
と
さ
れ
る
、
春
秋
期
の
呉
越
戦
争
を
描
い
た『
呉
越
春
秋
』
お
よ

び『
越
絶
書
』
は
、
歴
代
目
録
と
現
行
版
の
巻
数
が
一
致
せ
ず
、
数
多
く
の
佚
文
が
諸
本

に
確
認
で
き
る
。
両
書
の
佚
文
は
中
国
で
何
度
か
輯
佚
が
試
み
ら
れ
て
き
た
が
、
仏
典
が

ほ
ぼ
参
照
さ
れ
て
い
な
い
。
仏
典
に
確
認
で
き
る
両
書
の
佚
文
の
う
ち
、
発
表
者
が
注
目

す
る
の
は
、
武
周
期
の
釈
玄
嶷『
甄
正
論
』に
引
用
さ
れ
る
佚
文
で
あ
る
。 

『
甄
正
論
』
は
、
滞
俗
公
子
と
甄
正
先
生
に
よ
る
問
答
体
に
な
っ
て
お
り
、
問
題
の
佚
文

は
前
者
が
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
佚
文
は
先
述
の
よ
う
に
過
去
の
輯
佚
か
ら
は
漏
れ
て
い
る

が
、
い
く
つ
か
の
論
文
で
行
論
の
た
め
の
一
文
献
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
発
表

者
は
こ
の
佚
文
そ
の
も
の
に
注
目
す
る
。 

実
は
こ
の
佚
文
は
、
使
用
さ
れ
る
用
語
な
ど
の
問
題
が
あ
り
、
引
用
元
を
両
書
と
す

る
に
は
疑
わ
し
い
。
た
だ
し
、
こ
の
佚
文
が
両
書
か
ら
の
引
用
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
意
義

が
あ
る
、
と
発
表
者
は
考
え
る
。
ま
た
、
こ
の
引
用
に
対
す
る
甄
正
先
生
の
回
答
か
ら
は
、

当
時
に
お
け
る
両
書
の
位
置
が
垣
間
見
え
る
。 

か
か
る
観
点
か
ら
、
本
発
表
で
は
ま
ず『
甄
正
論
』に
引
用
さ
れ
る
こ
の
佚
文
の
内
容
を
検

討
し
、
続
い
て
他
文
献
も
参
照
し
な
が
ら
両
書
の
同
時
代
に
お
け
る
受
容
の
一
端
を
示
し

た
い
。 

（み
き
・け
い
す
け
／
本
学
大
学
院
文
学
研
究
科
博
士
前
期
課
程
修
了
） 

 
 



 

張
懐
瓘
に
お
け
る
王
羲
之
観 

―

庾
肩
吾
・李
嗣
真
の
評
価
を
補
助
線
に―

 

関
俊
史 

 
中
国
書
論
の
論
題
の
一
つ
に
品
第
論
が
あ
る
。
品
第
論
と
は
、
人
物
を
等
級
に
よ
っ
て

ラ
ン
ク
付
け
し
、
そ
の
優
劣
を
定
め
る
も
の
で
あ
る
。「
書
」
に
お
け
る
品
第
は
、
庾
肩
吾

『
書
品
』
が
嚆
矢
と
な
り
、
初
唐
に
李
嗣
真
が『
書
後
品
』
を
著
し
、
さ
ら
に
、
張
懐
瓘
『
書

断
』
で
同
じ
く
品
第
に
よ
る
評
価
を
し
て
い
る
。 

中
田
勇
次
郎
は
庾
肩
吾
『
書
品
』
か
ら
清
代
に
至
る
ま
で
に「
品
」
に
よ
っ
て
評
価
し
た

書
論
を
列
挙
し
、
そ
の
展
開
を
示
し
た
。
特
に
張
懐
瓘
に
つ
い
て
は
、「
六
朝
以
来
の
伝
統

書
道
の
書
論
を
承
け
た
も
の
で
あ
り
、『
書
断
』に
お
け
る
神
・
妙
・能
の
品
第
法
も
、
六
朝

に
お
け
る
九
品
説
よ
り
も
一
歩
を
進
め
て
、
内
面
的
な
方
法
に
お
い
て
新
し
い
境
域
を
開

い
て
い
る
」
と
位
置
づ
け
て
い
る
。
ま
た
、
薛
龍
春
は
、
張
懐
瓘
が
設
け
た
神
品
・
妙
品
・
能

品
と
い
っ
た
三
品
の
枠
組
み
が
、
張
懐
瓘
以
後
の
画
や
文
の
品
第
に
大
き
く
影
響
を
与
え

た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
。
ま
た
、
成
田
健
太
郎
は『
書
断
』
で
張
懐
瓘
が
品
第
に
書
体
論
を

組
み
込
ん
だ
こ
と
で
、
書
体
論
が
い
か
に
機
能
し
て
い
る
か
を
論
じ
て
い
る
。 

か
か
る
先
行
研
究
は
い
ず
れ
も
品
第
論
の
展
開
を
問
題
に
し
て
い
る
。
本
報
告
は
、
そ
う

し
た
研
究
と
は
視
点
を
異
に
し
、
王
羲
之
を
軸
と
し
て
、
品
第
論
で
王
羲
之
が
ど
の
よ
う

に
扱
わ
れ
、
そ
れ
が
張
懐
瓘
に
至
っ
て
ど
の
よ
う
に
転
換
し
た
か
を
論
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。 

（
せ
き
・と
し
ふ
み
／
本
学
文
学
部
専
任
講
師
）         

創
作
に
お
け
る
女
の
忍
者
の
誕
生
と
変
遷 

吉
丸
雄
哉 

 

女
の
忍
者
は
歴
史
上
存
在
せ
ず
、
現
在
の
創
作
で
見
る
、
男
の
忍
者
と
同
様
の
忍
び

装
束
を
し
、
手
裏
剣
を
打
ち
、
忍
術
を
つ
か
う
女
の
忍
者
は
戦
後
の
創
作
か
ら
現
れ
た
も

の
で
あ
る
。
江
戸
期
に
は
情
報
収
集
に
協
力
す
る
者
や
、
女
の
妖
術
使
い
や
女
の
盗
賊
の

亜
種
と
し
て
魔
法
的
な
忍
術
を
使
う
者
が
創
作
に
登
場
し
て
い
た
。
大
正
期
に
正
義
の
忍

者
が
登
場
す
る
に
伴
い
、
忍
術
を
つ
か
う
勇
婦
も
登
場
す
る
。
現
在
に
お
い
て
典
型
的
な

女
の
忍
者
は
富
田
常
雄
『
猿
飛
佐
助
』
（
一
九
四
八
）
よ
り
始
ま
る
。
男
同
様
の
武
術
・
忍

術
で
の
活
躍
を
し
、
戦
後
作
品
ら
し
く
性
的
な
面
も
描
か
れ
、
こ
の
要
素
は
山
田
風
太
郎

の
忍
法
帖
で
強
調
さ
れ
て
い
く
。
戦
後
社
会
で
の
女
性
の
社
会
進
出
を
反
映
し
て
、
男
性

と
同
等
か
そ
れ
以
上
の
能
力
を
持
つ
が
、
男
の
忍
者
ほ
ど
非
情
に
な
り
き
れ
な
い
と
い
う

弱
み
の
あ
る
女
の
忍
者
が
一
九
六
〇
年
代
頃
の
時
代
小
説
に
続
出
す
る
が
、
掲
載
誌
の

主
要
読
者
で
あ
る
男
性
の
理
想
を
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
。
男
の
忍
者
と
ま
っ
た
く
同
等

に
活
躍
す
る
女
の
忍
者
は
池
波
正
太
郎
の
忍
者
小
説
で
広
ま
る
。
一
九
九
〇
年
代
以
降

の
ジ
ュ
ヴ
ナ
イ
ル
向
け
の
創
作
で
は
あ
こ
が
れ
の
対
象
と
し
て
女
の
忍
者
が
描
か
れ
、
二
〇

〇
〇
年
以
降
で
は
有
能
で
自
立
し
た
女
の
忍
者
が
活
躍
す
る
。
以
上
の
よ
う
に
女
の
忍
者

は
、
そ
の
時
代
ご
と
の
理
想
の
女
性
像
が
形
と
な
っ
て
い
る
。 

（よ
し
ま
る
・か
つ
や
／
本
学
文
学
部
教
授
） 

 


