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＜ 『 今 昔 物 語 集 』 に つ い て ＞

歴 史 的 展 開 の 原 動 力 は 何 も の で あ る か ． 歴 史 的 展 開 の 表 面 に お い て 「 活 躍 」 す る の
は ， 常 に ， 時 の 権 力 者 と そ れ に 付 随 す る 人 間 達 で あ る ． し か し ， そ の 権 力 者 層 に 表 面
的 「 活 躍 」 を 促 す 存 在 は ， 彼 ら の 対 極 に 位 置 づ け さ れ だ 民 衆 ” と 呼 ば れ る 人 間 達 で
あ る ． ｌ ｙ 民 衆 ” も ” 歴 史 ” と 同 様 ， そ の 定 義 は 困 難 な も の で あ る が ， そ の 特 徴 に つ い
て は ， 以 下 の よ う に 述 べ る こ と が で き る ． す な わ ち ， 「 民 衆 と は ， 「 富 」 な る 者 か ら
「 貧 」 な る 者 と し て の 差 別 を 受 け ， か つ ， 「 聖 」 な る 者 か ら 「 賤 ・ 戮 」 な る 者 と し て
の 差 別 を 受 け る ， つ ま り ， 二 元 的 な 差 別 を 受 け る 者 か ら 構 成 さ れ た 人 間 集 団 を 指 す も
の で あ る 」 ． 「 貧 」 ， 「 富 」 と は ， 財 産 の 量 に よ って 生 じ る 階 層 で あ る ． 一 方 ， 「 聖 」 ，
「 賤 ・ 機 」 と は 支 配 者 の 制 定 す る 制 度 に よ っ て 形 成 さ れ る 身 分 で あ る ． 古 代 日 本 の
「 律 令 」 制 に お い て は ， 良 民 ・ 賤 民 の 区 分 が あ っ た が ， 良 民 ＝ 「 聖 」 ， 賤 民 ＝ 「 賤 ・
機 」 と い う 構 造 は 成 立 し な い ． 制 度 的 に は 良 民 の 範 鴫 に は い る 「 公 民 」 は ， 元 来 ， 支
配 者 大 王 の 所 有 物 と い う 意 味 を 持 っ て お り ， こ れ は 「 一 見 極 め て 明 白 に し て 」 ， 民 衆
の ， す な わ ち 「 賤 ・ 機 」 の 範 鴫 に は い る も の で あ る ． ま た ， 良 民 に は ， 特 定 の 手 工 芸
品 ・ サ ー ビ ス を 生 産 す る 専 門 的 技 術 者 集 団 で あ る 「 雑 色 人 」 と 呼 ば れ る 身 分 が あ り ，
「 公 民 」 の 下 に 位 置 づ け ら れ て い た ． こ れ な ど も ， や は り 「 賤 ・ 機 」 の 範 鴫 に は い る
も の で あ る ． 現 在 に 至 る ま で ， 日 本 の 支 配 形 態 は 本 質 的 に は ， こ の 古 代 「 律 令 」 制 に
よ っ て っ く ら れ た 形 態 か ら 変 貌 し て い な い と い え よ う ． 「 公 民 」 ， 「 雑 色 人 」 ， 「 賤
民 」 か ら 成 る 「 賤 ・ 機 」 と い う 身 分 は ， ほ と ん ど の 部 分 で 「 貧 」 と い う 階 層 と 一 致 し
て ， 民 衆 を 形 成 す る ． そ し て ， こ の 「 貧 」 か つ 「 賤 ・ 機 」 な る 民 衆 が 原 動 力 と な り 歴
史 を 展 開 さ せ て ゆ く こ と に な る ． 名 主 （ 旧 田 堵 （ 旧 部 民 ） ） と 作 人 （ 旧 下 人 ・ 所 従
（ 旧 寄 口 ・ 家 人 ・ 私 奴 婢 ） ） と に よ っ て 経 済 的 圧 迫 を 受 け た 荘 官 ＝ 郡 司 （ 旧 国 造 ）
が ， 自 身 の 荘 園 の 寄 進 先 を 藤 原 摂 関 家 ， 院 ， 平 氏 ， 源 氏 と 変 遷 さ せ た の に 対 応 し て ，
中 央 の 政 治 形 態 が 摂 関 政 治 ， 院 政 ， 平 氏 政 権 ， 鎌 倉 幕 府 と 変 遷 し た の は ， そ の 例 の ー
つ で あ る ． も っ と も ， 荘 園 制 に つ い て は ， 国 司 （ 受 領 ） 層 の 郡 司 （ 荘 官 ） 層 へ の 圧 迫
と い う 中 央 の 中 流 貴 族 か ら の フィ ー ド バ ッ ク 効 果 も 無 視 で き な い ．
さ て ， 歴 史 的 展 開 の 原 動 力 が 民 衆 に あ る に も か か わ ら ず， 古 文 書 と し て 残 る 記 述 に

は ， 民 衆 に つ い て 述 べ ら れ た も の が 少 な い ． 述 べ ら れ て い る も の に し て も ， 支 配 者 階
級 と 関 わ り の あ る 部 分 と し て 扱 わ れ て い る こ と が 多 く ， 民 衆 の 行 為 ， 行 動 そ の も の を
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主 体 と し た も の と な る と ， そ の 数 は や は り 少 な い ．
平 安 時 代 中 ・ 後 期 は ， 江 戸 時 代 に 先 行 して 鎖 国 政 策 が 採 ら れ た 時 期 で あ る ． む し ろ ，

江 戸 時 代 の 「 鎖 国 」 が ， 貿 易 の 一 切 を 禁 ず る も の で は な く ， 貿 易 相 手 国 に 一 定 の 制 限
を 加 え る と い う 一 種 の 海 禁 政 策 に 過 ぎ な か っ た こ と を 考 え る と ， 平 安 時 代 の そ れ こ そ
鎖 国 で あ っ た と み る こ と が で き る ． こ の よ う な 状 況 の も と で ， 後 に 「 国 風 文 化 」 と 呼
ば れ る よ う に な る 鎖 国 文 化 が 展 開 さ れ た ． 「 国 風 文 化 」 は ， 同 時 に 中 央 貴 族 を 中 心 に
し た 文 化 で も あ っ た ． 文 学 に お い て は ， 音 標 文 字 で あ る 仮 名 が 登 場 し ， 貴 族 層 の 手 に
な る 和 歌 が 隆 盛 し ， ま た ， 物 語 ， 日 記 と い っ た 娯 楽 文 学 が 現 れ た ． こ の 時 代 の 物 語 の
素 材 は 民 間 伝 承 に あ る と さ れ て い る が ， 結 果 と し て は 貴 族 の 日 常 を 描 写 し た も の と な
っ て い る ． ま た ， 宗 教 に お い て は ， 弥 陀 の 本 願 （ 念 仏 を 唱 え る 者 を 来 世 で 極 楽 浄 土 に
往 生 さ せ る と い う 誓 い ） を 掲 げ た 阿 弥 陀 如 来 が ， 末 法 期 の 人 心 を と ら え る に い た り ，
浄 土 教 （ 阿 弥 陀 如 来 の 信 仰 ） が 流 行 し た ． 彫 刻 も こ の 阿 弥 陀 信 仰 の 影 響 を 受 け る に い
た り ， 寄 木 造 の 阿 弥 陀 如 来 像 が 登 場 し た ． ま た ， 建 築 に お い て も ， 阿 弥 陀 堂 が 姿 を あ
ら わ し た ． し か し ， 平 安 末 期 （ 院 政 期 ） に な っ て ， 貴 族 層 の 「 国 風 文 化 」 は 藤 原 摂 関
家 が 没 落 す る の に 伴 い 中 央 で の 勢 い を な く し た ． 院 政 期 の 文 学 に は ， 『 大 鏡 』 ， 『 栄
華 物 語 』 と い っ た 藤 原 摂 関 家 に 関 す る 歴 史 物 語 の 他 に ， 『 将 門 記 』 ， 『 陸 奥 話 記 』 と
い っ た 地 方 勢 力 に 関 す る 軍 記 物 語 が 登 場 し た ． こ の 意 味 で ， 院 政 期 の 文 化 は 「 国 風 文
化 」 に 地 方 勢 力 の 要 素 が 加 わ っ た も の で あ る と い わ れ る ．
こ の 院 政 期 の 文 化 に お い て ， 他 に は み ら れ な い 文 学 と して ， 『 今 昔 物 語 集 』 が あ る ．

『 将 門 記 』 ， 『 陸 奥 話 記 』 に 地 方 勢 力 に 関 す る 記 述 が あ る と い っ て も ， そ れ は ， 中 央
貴 族 と の 関 連 な し に は 存 在 し な い 記 述 で し か な い ． こ れ に 対 し て ， 『 今 昔 物 語 集 』 に
み ら れ る 記 述 は ， あ る 対 象 （ 人 間 ） の 行 為 ・ 行 動 に 関 す る 興 味 か ら 書 か れ た も の で あ
る と い え る ． そ し て ， そ の 対 象 と な る 人 物 は ， 「 貧 ・ 富 」 と い う 階 層 ， 「 聖 ・ 賤 」 と
い う 身 分 を 問 わ ず 広 範 囲 に わ た っ て い る ． 歴 史 的 展 開 の 原 動 力 た る 民 衆 を も 含 め て そ
の 対 象 と し て い る 点 で ， 『 今 昔 物 語 集 』 は ， 他 の 同 時 期 の 文 学 と は 異 な る も の で あ る
ということができる．

８ 世 紀 初 頭 に 「 成 立 」 し ， 半 世 紀 を 経 ず し て 崩 壊 し た 律 令 制 は ， 郡 司 層 の 自 墾 地 系
荘 園 経 営 を 促 し た ． 国 衛 領 か ら の 収 奪 を 行 う 郡 司 と ， そ の 郡 司 か ら さ ら に 収 奪 を 行 う
国 司 の 利 害 対 立 は ， 郡 司 が 一 方 に お い て 荘 園 領 主 と い う 立 場 で 荘 園 経 営 を 行 う に 至 っ
て ， 一 層 激 化 し た ． 荘 園 の 増 加 に と も な い 窮 乏 化 し た 朝 廷 財 政 は ， そ の 補 填 を 行 う べ
く ， ９ 世 紀 に は 勅 旨 田 ， 官 街 領 の 経 営 を 開 始 し す る と と も に ， 経 済 的 負 担 と な る 皇 族
の 一 部 を 賜 姓 皇 族 と し て 臣 下 に 移 す こ と を 頻 繁 に 行 っ た ． こ の 賜 姓 皇 族 が ， 後 に 在 地
の 名 主 ・ 荘 官 と 結 んで 武 士 団 を 形 成 す る こ と に な る ． １ ０ 世 紀 に は 名 主 （ 旧 班 田 農 民 ）
一 下 人 ・ 所 従 の 反 抗 と 国 司 （ 受 領 ） の 圧 迫 を 受 け た 郡 司 （ 荘 園 領 主 ） が ， 自 身 の 荘 園

の 所 有 権 を 中 央 の 有 力 者 に 寄 進 し ， そ の 代 償 と し て 荘 官 職 （ 現 地 荘 園 の 管 理 ， 収 奪 の
委 任 ） を 獲 得 す る に 至 っ た ． こ の 寄 進 地 系 荘 園 の 寄 進 先 で あ る 中 央 有 力 者 は ， １ ０ 世 紀
の 段 階 で は 専 ら 藤 原 摂 関 家 で あ る ． こ の た め ， 中 央 の 政 界 は ， 寄 進 地 系 荘 園 を 経 済 基
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盤 に 持 つ 藤 原 摂 関 家 に よ っ て 掌 握 さ れ た ． 窮 乏 化 の 進 ん だ 国 家 財 政 は ， 荘 園 整 理 令 を
濫 発 す る が ， 天 皇 の 外 戚 で あ る 藤 原 摂 関 家 の 荘 園 に 対 し て は 効 果 を あ げ る こ と は で き
な か っ た ． し か し ， 藤 原 摂 関 家 と 外 戚 関 係 を 持 だ な い 後 三 条 が 行 っ た 延 久 の 荘 園 整 理
令（１０６９年）においては，藤原摂関家の荘園が，その「特権」を失うことになった．
ま た 一 方 に お い て は ， 治 田 （ 名 主 の 開 墾 地 ） を 基 盤 に し て ， 名 主 が そ の 経 済 的 地 位 を
向 上 さ せ ， 荘 官 に 対 抗 し 得 る 勢 力 と な っ た ． さ ら に ， １ １ 世 紀 に は 名 主 が そ の 占 有 権 を
持 つ 百 姓 名 が 形 成 さ れ る に い た り ， 荘 官 の 経 済 的 基 盤 は 下 層 の 名 主 か ら も 圧 迫 を 受 け
る に 至 っ た ． こ う い っ た 状 況 の 中 ， 荘 官 層 は 自 身 の 荘 園 保 護 を 求 め て ， 寄 進 先 を 藤 原
摂 関 家 か ら 皇 室 に 転 向 さ せ た ． こ の 寄 進 地 系 荘 園 を 経 済 基 盤 に す る こ と で ， 院 政 が 実
現 す る こ と に な る ． 郡 司 （ 荘 官 ） 層 が 伝 統 的 在 地 勢 力 と し て の 優 越 性 に 加 え て 荘 園 保
護 を 強 化 し つ つ あ る 一 方 で ， 中 間 収 奪 者 と し て の 国 司 （ 受 領 ） 層 が ， 院 に 対 し て 自 身
の 公 的 土 地 支 配 権 の 保 障 を 求 め ， 荘 園 （ 主 に 領 家 職 を 持 つ ） を 寄 進 す る と と も に ， そ
の 側 近 で あ る 「 院 の 近 臣 」 を 形 成 す る ， に い た る ． こ れ に と も な い ， 院 は ， 受 領 ・ 荘 官
と い う 対 立 す る 両 者 に 対 し て 土 地 支 配 権 の 保 障 を 与 え る こ と に な り ， そ の 微 妙 な バ ラ
ン ス の 上 で ， 知 行 国 （ 国 街 領 ） ・ 荘 園 か ら 得 ら れ る 成 果 を 収 奪 し ， 不 安 定 な 支 配 体 制
を維持することになる．

名 主 ・ 作 人 層 ， 郡 司 （ 荘 官 ） 層 ，

の バ ラ ン ス の 上 に 院 政 は 成 立 し た ．

と さ れ る 説 話 集 で あ る ． 説 話 と は ，

た も の で あ る ．

国 司 （ 受 領 ） 層 と い う 三 階 級 の 間 に 存 在 す る 対 立
『 今 昔 物 語 集 』 は ， こ の よ う な 院 政 期 に 書 か れ た
実 在 し た 人 物 な い し は 事 象 に 関 わ る 話 が 伝 承 さ れ

『 今 昔 物 語 集 』 は 計 ３ １ 巻 （ 現 在 ， 巻 八 ， 十 八 ， 二 十 一 は 欠 巻 ） あ り ， そ の 中 に ， 天

竺 ・ 震 旦 ・ 本 朝 ， 三 国 の 説 話 １ ０ ０ ０ 余 り を 収 め て い る （ な お ， 天 竺 ・ 震 旦 ・ 本 朝 と は ，

現 在 の 国 で み る と ， お の お の イ ン ド ・ 中 国 ・ 日 本 に 近 い も の で あ る ） ． ま た ， 内 容 的

に は ， 仏 教 的 な 教 訓 に つ い て 語 ら れ る 仏 教 説 話 と ， 一 般 的 な 教 訓 に つ い て 語 る ， な い

し は 興 味 あ る 出 来 事 を そ の ま ま 述 べ る 世 俗 説 話 と に 分 け る こ と が で き る ． そ の 配 巻 に

つ い て ， 簡 単 に 下 に 記 す ．

仏教説話 世俗説話
天 竺 巻 - ～ 五

-

震 旦 巻 六 ～ 九 巻十
本朝 巻 十 一 ～ 二 十 巻 二 十 一 ～ 三 十 一

『 今 昔 物 語 集 』 の 採 用 し て い る 説 話 の 配 列 は ， 連 鎖 的 説 話 展 開 法 と よ ば れ る も の で
あ る ． 連 鎖 的 説 話 展 開 法 と は ， 各 巻 の 第 一 話 か ら 巻 末 話 ま で 二 話 ず つ 内 容 の 類 似 し た
も の を 並 べ ， か つ ， 次 の 二 話 と の 間 に も 何 ら か の 関 連 を も た せ る と い う 配 列 方 式 で あ
る．
前 述 し た よ う に ， 一 世 代 前 の 「 国 風 文 化 」 文 学 が ， 貴 族 層 の み を 対 象 と し て い る の
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に 対 し て ， 『 今 昔 物 語 集 』 の 対 象 は ， 広 範 囲 の 身 分 ・ 階 層 に わ た っ て い る ． ま た ，
「 国 風 文 化 」 文 学 の 筆 者 の 多 く が 貴 族 層 か ら 出 て い る の に 対 し て ， 『 今 昔 物 語 集 』 の
筆 者 に は ， 事 務 系 統 の 僧 侶 （ 別 当 ） な ． ど が 推 定 さ れて い る ． か つ て ， 『 今 昔 物 語 集 』
の 作 者 に は 源 隆 国 が あ て ら れ て い た ． し か し ， 隆 国 が 没 し た 後 の 記 述 も 『 今 昔 物 語 集 』
の 原 本 に あ っ た と さ れ る こ と か ら ， 現 在 で は 隆 国 を 作 者 と す る 説 は 否 定 さ れ て い る
（例えば，馬淵１９４８）．『今昔物語集』の作者については，その条件として，
１ ． 貴 族 的 ・ 官 僚 的 社 会 の 中 に ， そ の 日 常 的 生 活 基 盤 を 持 た な い こ と
２ ． 実 務 的 な 学 問 を 身 に つ け て い た こ と
３ ． 仏 教 教 学 は ， 常 識 の 範 囲 に と ど ま り 深 い 哲 理 に 達 し た も の で は な か っ た こ と
４ ． 典 籍 類 を 自 由 に 読 む こ と が で き た こ と
５ ． 時 間 的 余 裕 と ， 紙 ・ 墨 ・ 筆 な ど 物 質 的 な 余 裕 が あ っ た こ と

な ど が 挙 げら れて い る （ 今 野 １ ９ ５ ８ ） ． し か し ， 『 今 昔 物 語 集 』 の 作 者 に 関 わ る 論 争 に
は ， 未 だ に 結 論 が 出 さ れて い な い ．

＜ 「 鈴 鹿 本 」 に つ い て ＞

１９９１年１０月８日，『今昔物語集』「鈴鹿本」全九冊が，所蔵者であった鈴鹿紀氏か
ら 京 都 大 学 付 属 図 書 館 に 寄 贈 さ れ た ． 「 鈴 鹿 本 」 は 汲 損 が 甚 だ し く ， 破 損 す る 恐 れ が
あ っ た た め ， そ の 閲 覧 は ， は ば か ら れ て い た ． し か し ， 京 都 大 学 付 属 図 書 館 に 寄 贈 さ
れたのを機に，１９９１年度から１９９３年度にかけて「鈴鹿本」の修補が行われた．現在，
「 鈴 鹿 本 」 は ， 京 都 大 学 付 属 図 書 館 貴 重 書 庫 に 保 管 さ れて い る ．

「 鈴 鹿 本 」 は ， 現 存 す る 『 今 昔 物 語 集 』 と し て は 最 古 の 写 本 で あ り ， か つ ， 現 存 諸
写 本 を し た が え る 祖 本 で あ る と い わ れ て い る ． 『 今 昔 物 語 集 』 の 伝 本 間 の 関 係 は ，
（ 馬 淵 １ ９ ５ １ ） に 詳 し く 記 さ れて い る ． こ れ を み る と ， 『 今 昔 物 語 集 』 は ， 内 閣 文 庫 と
さ れ て い る も の も い く つ か あ る が ， ほ と ん ど が 大 学 等 の 図 書 館 に 所 蔵 さ れ て お り 比 較
的 閲 覧 し や す い 状 態 に あ る と い う こ と が で き る ．
「 鈴 鹿 本 」 が 現 存 諸 写 本 の 祖 本 に あ た る こ と は ， 以 下 の よ う に し て 明 ら か に さ れ た

（馬淵１９４８：馬淵１９５１）．『今昔物語集』の説話では，話の途中に多くの空白（欠
文 ） が あ る ． こ の 欠 文 に は ， 原 本 の 作 者 が 意 識 的 に 空 白 と し た 意 識 的 欠 文 と ， 祖 本 に
生 じ た 轟 損 ・ 破 損 が そ の 写 本 に 欠 文 と し て 現 れ る 無 意 識 的 欠 文 と が あ る ． 諸 写 本 に は
無 意 識 的 欠 文 と し て 現 れ て い る 部 分 が ， 「 鈴 鹿 本 」 で は 嵩 損 ・ 破 損 の 穴 と な っ て い る ．
こ の こ と を も っ て ， 「 鈴 鹿 本 」 は 原 存 諸 写 本 の 祖 本 と さ れ て い る ． ま た ， 江 戸 時 代
（ 天 保 ） の 国 学 者 で あ る 伴 信 友 は 「 十 二 巻 奈 良 木 批 校 之 間 事 」 に お い て ， 既 に 「 鈴 鹿
本 （ 奈 良 本 ） 」 が 全 存 諸 本 の 祖 本 で あ る こ と を 述 べ て い る ．

奈 良 人 某 ノ 蔵 テ ル 古 本 ノ 今 昔 物 語 集 第 十 二 巻 一 冊 ヲ 見 ル 或 人 ノ 計 ラ ヒ テ タ ヽ ゞ ｀ 二 日
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ヲ 限 り テ 借 ル 事 ヲ 得 テ 校 合 セ リ サ テ 其 奈 良 本 （ 中 略 ） 通 校 ス ル ニ 今 ノ 写 本 ハ モ ト

此 奈 良 本 ヲ 写 タ ル モ ノ ニ テ 其 ヲ 次 々 ニ 転 写 セ ル モ ノ ト ミ ユ 其 証 ハ 下 二 云 フ ヘ シ

（ 中 略 ） 奈 良 本 折 ロ ノ 方 イ タ ク 貴 損 シ テ 字 ヲ 失 ヘ ル 処 多 シ 写 本 二 字 ヲ 欠 タ ル 処 悉

其 轟 損 ノ 処 ナ リ コ レ 今 ノ 写 本 ス ナ ハ チ 此 奈 良 本 ヲ 以 テ 写 セ ル 証 ト ス ベ シ

伴 信 友 は １ ８ ３ ３ 年 （ 天 保 ４ 年 ） ， 奈 良 に お いて 『 今 昔 物 語 集 』 「 奈 良 本 」 巻 十 二 と 遭 遇
し ， 二 日 間 を 限 っ て こ れ を 借 り ， 自 身 の 写 本 と 校 合 し た ． 「 十 二 巻 奈 良 木 批 校 之 間 事 」
は ， そ の 際 に 伴 信 友 が 自 本 の 巻 末 に 附 載 し た も の で あ る ． そ れ が ， 長 沢 伴 雄 の 写 本
（ １ ８ ３ ６ 年 （ 天 保 ７ 年 ） ６ 月 に 伴 信 友 写 本 を 書 写 し た も の ： 東 大 図 書 館 蔵 ） に 転 写 さ れ
て お り ， そ の 研 究 か ら ， 「 奈 良 本 」 は 「 鈴 鹿 本 」 と 同 一 の も の で あ る と さ れ た （ 長 野
１ Ｈ ２ ） ． そ の 後 ， 信 友 校 合 本 （ 小 浜 市 立 図 書 館 酒 井 家 文 庫 蔵 ） の 調 査 が 行 わ れ ， 「 奈
良本」＝「鈴鹿本」が改めて確認された（酒＃１９７５）．
本 実 験 の 目 的 に つ い て は 次 項 に お い て 述 べ る が ， そ の 一 つ は 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代

の 決 定 で あ る ． 文 献 史 学 の 面 か ら は 書 写 奥 書 が な い た め ， そ の 年 代 は 明 確 に は わ か っ
て い な い が ， 伴 信 友 は ， 「 十 二 巻 奈 良 木 批 校 之 間 事 」 に お い て ， 以 下 の よ う な 推 定 を
行っている．

サ テ 奈 良 本 奥 書 モ ア ラ ザ レ バ 何 ノ 世 二 書 タ ル ニ カ 知 ル 由 ナ シ 予 既 二 見 タ リ ケ ル 他

ノ 古 写 本 共 二 准 ヘ オ モ フ 二 六 七 百 年 前 ノ 書 ナ ラ ム カ

こ れ か ら す る と ， 「 鈴 鹿 本 」 は １ ２ ～ １ ３ 世 紀 （ 院 政 期 か ら 鎌 倉 初 期 ） の 写 本 と な る ． ま

た ， 近 年 の 報 文 に お い て は ， １ ４ ４ ６ 年 （ 文 安 三 年 ） の 写 本 と す る 説 も 挙 が っ て い る （ 田

口 １ ９ ７ ８ ） ． し か し な が ら 一 般 的 に は ， 鎌 倉 中 期 の 写 本 と し て 議 論 を す す め る こ と が 多

い よ う で あ る （ 例 え ば ， 平 林 １ ９ ７ ８ ） ．

伴信友は，奈良において「鈴鹿本（奈良本）」巻十二に遭遇した１１年後（１８４４年：
天 保 １ ５ 年 ） ， 京 都 に お い て 「 鈴 鹿 本 」 を 見 て い る ． こ れ は ， 鈴 鹿 連 胤 の 収 集 し た も の
で あ り ， 先 に み た 巻 十 二 の 他 に 巻 二 十 七 ， 二 十 九 ， な ら び に 天 竺 震 旦 の 部 数 巻 を 確 認
し て い る ． 信 友 は ， こ の こ と を 「 追 記 」 と し て ， 「 十 二 巻 奈 良 木 批 校 之 間 事 」 の 後 に
記載している．

天 保 十 五 年 三 月 京 ニ ア リ テ 鈴 鹿 筑 前 守 連 胤 ノ 近 頃 奈 良 ョ リ 購 得 タ リ ト テ 秘 蔵 ル 此
物 語 集 ノ 古 写 本 ノ 閥 巻 ヲ 乞 得 テ 見 ル 二 本 朝 部 第 十 二 第 廿 七 第 廿 九 ノ 巻 三 冊 ア リ
（ 中 略 ） サ テ 又 鈴 鹿 氏 此 外 二 天 竺 震 旦 ノ 部 若 干 巻 蔵 リ ト 聞 ダ レ ド モ ト ョ リ 其 本 書
ヲ ダェ 省 牛 テ 写 シ 持 タ ザ レ バ 借 り テ モ 見 ズ

こ の 段 階 で は ， 本 朝 の 部 三 冊 と 天 竺 震 旦 の 部 数 冊 で あ っ た が ， そ の 後 ， 鈴 鹿 氏 に よ っ

て さ ら に 何 冊 か が 集 め ら れ ， 現 在 の 全 九 冊 と な っ た と 考 え ら れ る ．
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＜ 測 定 試 料 に つ い て ＞

前 項 に お い て 述 べ た よ う に ， 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 は ， 京 都 大 学 付 属 図 書 館 に
寄 贈 さ れ た の を 機 に 修 補 が 開 始 さ れ た ． 「 鈴 鹿 本 」 は ， 美 濃 紙 に 書 写 さ れ た も の で ，
紙 捻 を 用 い て 袋 と じ に さ れ て い た ． 本 実 験 で 用 い た 試 料 は ， そ の 修 補 の 際 に 不 必 要 と
な っ た 綴 じ 糸 （ 紙 捻 ） で あ る ． 本 研 究 の 目 的 は ， 加 速 器 質 量 分 析 法 に よ っ て 綴 じ 糸 の
１ ４ Ｃ 年 代 を 測 定 す る こ と で ， 「 鈴 鹿 本 」 が 書 写 さ れ た 年 代 ， お よ び， 過 去 に 行 わ れ た

修 補 の 年 代 に つ い て 自 然 科 学 的 な 情 報 を 得 る と こ ろ に あ る ．
試料である綴じ糸は，計１０点あり，１９９２年度までに修補を終えた巻二，五，七，九

二 十 七 の 各 位 置 か ら 採 取 し た も の で あ る ． そ の 詳 細 は 表 １ に 示 し た ．

２ 試料調製

試 料 は ２ ～ ５ ｃ ｍ の 紙 捻 で あ る ． そ の 初 期 重 量 は 他 の 重 量 値 と と も に 表 １ に 示 し た ．
年 代 測 定 に 供 す る 試 料 は ， 後 世 の 不 純 物 を 含 んで い る た め 次 の よ う な 洗 浄 を 行 っ た ．
各 洗 浄 の 条 件 を っ ぎ に 示 す．

１１２０

０．６ＮＨＣ１

０．６ＮＮａＯＨ

０．６ＮＨＣＩ

Ｈ２０

（ 室 温 で 超 音 波 洗 浄 ）

（５０～６０°Ｃ）

（５０～６０°Ｃ）

（５０～６０°Ｃ）

（５０～６０°Ｃ）

約２０分毎にＨ２０を交換
約 ３ 時 間 毎 に 溶 液 を 交 換
約 ３ 時 間 毎 に 溶 液 を 交 換
約 ３ 時 間 毎 に 溶 液 を 交 換
約２時間毎にＨ２０を交換

計 ３ 時 間
計１５時間
計１８時間
計１８時間
計１２時間

試 料 Ｎ ０ ． ５ ， ９ に は 墨 と お も わ れ る 付 着 物 が あ っ た が ， こ れ は 洗 浄 後 も 除 去 さ れ な か っ

た ． し か し な が ら ， 墨 に つ い て も ， 紙 と 同 時 代 の 植 物 ・ 動 物 か ら 生 産 さ れ た も の で あ

る た め ， 年 代 値 に 変 化 を 及 ぼ す こ と は な い と 考 え ら れ る ．

乾 燥 は ， シ リ カ ゲ ル を 入 れ た 真 空 デ シ ケ ー タ ー 中 で ３ 日 間 行 っ た ． 乾 燥 後 の 重 量 は

表 １ に 示 し た ．

洗 浄 後 の 試 料 か ら ， グ ラ フ ァ イ ト タ ー ゲ ッ ト を 調 製 し た ． ま た ， こ こ で は （ ５ ̈ Ｃ 値

測 定 の た め の Ｃ Ｏ 八

試料（３～７ｍｇの紙捻）を酸化銅（ｎ）７００～８００ｍｇとともに，あらかじめ１０００ ° Ｃ で 焼

き 出 し し て お い た ９ Ｈ φ × ３ ０ ０ ｍ ｍ の バ イ コ ー ル 管 に つ め ， 真 空 ラ イ ン に 接 続 ， ４ ｍ ｔ ｏ ｒ ｒ

程 度 ま で 排 気 し た の ち に 封 管 し た ． こ れ を ， 電 気 炉 （ ９ ５ ０ ° Ｃ ） で 約 ２ 時 間 加 熱 す る こ と

で ， 試 料 を 二 酸 化 炭 素 と し た ．

加 熱 後 の バ イ コ ー ル 管 を ， 二 酸 化 炭 素 精 製 用 の 真 空 ラ イ ン に 接 続 し ， Ｃ Ｏ ２ の 精 製 を

行 っ た ． 真 空 ラ イ ン に 導 入 し た 試 料 ガ ス か ら ， 融 点 に あ る エ タノ ー ル （ ｍ ． ｐ ． - １ １ ４ ． １ ° Ｃ ）

- １ ０ ４ -



で Ｈ ２ ０ を ， ペ ン タ ン （ ｍ ． ｐ ． - １ ２ ９ ． ７ ２ ° Ｃ ） で Ｓ ０ ２ な ど の 不 純 ガ ス を 分 離 し た ． 精 製 さ

れ た Ｃ ０ ２ を ， ト ラ ン ス デ ュ ー サ ー で 定 量 し た の ち ， 二 本 の ６ Ｈ φ パ イ レ ッ ク ス 管 ’ に 分

け て 捕 集 し た ． こ の う ち ， 一 本 は ， 以 下 の グ ラ フ ァ イ ト 化 の 操 作 に 供 し て タ ー ゲ ッ ト

と し た ． ま た 一 本 は ， δ １ ３ Ｃ 値 測 定 の 試 料 と し た （ 各 々 の 量 も ， 表 １ に 記 し た ） ．

こ こ で， 標 準 体 （ Ｎ Ｂ Ｓ シ ュウ 酸 ５ ； Ｒ Ｍ - ４ ９ ９ ０ ： 通 称 Ｏ Ｌ Ｄ シ ュウ 酸 ） の Ｃ Ｏ ２ イ ヒ に つ いて

述 べ る ． お お む ね ， 試 料 の Ｃ Ｏ ２ イ ヒ と 変 わ り は な い が ， ガ ス 化 す る 際 の 条 件 を ４ ５ ０ ° Ｃ で

２ 時 間 加 熱 と し た ． ま た ， Ｈ ， ０ 以 外 に 不 純 ガ ス が 無 い た め ， 精 製 の 際 に ペ ン タ ン ト ラ

ッ プ を 用 い る 操 作 は 行 っ て い な い ．

次 に ， 試 料 お よ び 標 準 体 か ら 調 製 し た Ｃ ０ ２ を グ ラ フ ァ イ ト 化 の 操 作 に 供 し た ． グ ラ
フ ァ イ ト 化 は ， Ｃ ０ ２ を Ｈ ２ で 還 元 し て 行 わ れ る ． こ の 際 に Ｆ ｅ 粉 末 を 触 媒 と し て 用 い

る ． Ｆ ｅ 粉 末 の 表 面 が 酸 化 さ れ て い る 場 合 グ ラ フ ァ イ ト 化 は 進 行 し な い ． し た が っ て ，

グ ラ フ ァ イ ト 化 に 先 行 し て Ｆ ｅ の 再 還 元 を 行 っ た ．

６ Ｈ φ × １ ０ ｍ ｍ の バ イ コ ー ル カ ップ に Ｆ ｅ 粉 末 を １ ～ ２ ｍ ｇ 入 れ ， ９ ｍ ｍ φ × ３ ０ ０ ｍ ｍ の バ イ
コ ー ル 管 の 先 端 に 入 れ る ． こ れ を ， 真 空 ラ イ ン に 接 続 し ４ ｍ ｔ ｏ ｒ ｒ 程 度 ま で 排 気 し た の ち

に ， ０ ． ５ ａ ｔ ｍ の Ｈ ２ を 導 入 し コ ッ ク を 閉 じ て 封 管 す る ． こ の バ イ コ ー ル 管 の 下 部 を ， 電 気

炉 （ ４ ５ ０ ° Ｃ ） で 約 １ 時 間 加 熱 し Ｆ ｅ の 再 還 元 を 行 っ た ．

再 還 元 済 み の Ｆ ｅ 粉 末 を グ ラ フ ァ イ ト 化 用 の 真 空 ラ イ ン に 接 続 し ， 以 下 の よ う に タ
ー ゲ ッ ト の 調 製 を 行 っ た ． Ｃ Ｏ ２ を Ｆ ｅ 粉 末 の 入 っ た バ イ コ ー ル 管 に 液 体 窒 素 で 捕 集 し ，

そ こ に Ｃ ０ ２ の ２ 当 量 に 相 当 す る Ｈ ２ を 導 入 し た う え で ， 封 管 を し た ． な お ， こ の 際

Ｈ ２ ガ ス の 圧 力 が １ 気 圧 を 越 え な い よ う に ， 封 管 す る 位 置 の 調 節 を 行 っ た ． こ の バ イ コ
ー ル 管 の 下 部 を 電 気 炉 （ ６ ５ ０ ° Ｃ ） に よ っ て 加 熱 し ， １ 時 間 程 度 経 過 す る と 管 の 上 部 に 水

滴 が 凝 結 し ， 管 下 部 で グ ラ フ ァ イ ト の 生 成 が 始 ま る ． 加 熱 は ６ 時 間 以 上 行 い ， 生 成 し
た グ ラ フ ァ イ ト を 専 用 の 手 動 圧 縮 装 置 を 用 い て 圧 縮 し ， タ ー ゲ ッ ト を 作 成 し た ．

表 １ ． 『 今 昔 物 語 集 』 「鈴鹿本」 の 試 料 調 製
試 料

Ｎｏ．

巻
（位置）

試料［ｍｇ］ （洵，［ｍｇＣ］（炭素としての重量）
初期重量 洗浄後重量 タ ー ゲ ッ ト 用 （５１３Ｃ測定用

１ 二（上） ４１．２ ３２．４ １．３８ ０．３５

２ 二（中） ５４．２ ３５．４ １．４６ １．３２

３ 二（下） ５６．８ ４０．７ １．６３ １．４９

４ 五（上） ６０．８ ４６．７ １．４４ ０．３６

５ 七（中） ５７．０ ３５．７ １．５６ １．４０

６ 九（上隅） １０．２ ６．３ ０．７７ ０．６１

７ 九（上） ７０．３ ４２．５ １．４９ ０．３６

８ 九（下隅） １６．２ １１．２ １．０４ ０．８４

９ 二 十 七 ５９．７ ３９．６ １．４２ １．２２

１０ 二 十 七 ２４．１ １４．６ １．３０ ０．９５

- １ ０ ５ -



３ 測定および測定結果

調 製 し た グ ラ フ ァ イ ト タ ー ゲ ッ ト を 名 古 屋 大 学 タ ン デ ト ロ ン 加 速 器 質 量 分 析 計 で の

測 定 に 供 し ， 試 料 の １ ４ Ｃ ／ ̈ Ｃ と Ｏ Ｌ Ｄ シ ュ ウ 酸 の １ ４ Ｃ ／ １ ３ Ｃ の 比 Ｒ 士 ｚ ｌ Ｒ を 得 た ． ま た ，

ト リ プル コ レ ク タ 一 式 気 体 用 質 量 分 析 計 （ Ｆ ｉ ｎ ｎ ｉ ｇ ａ ｎ Ｍ Ａ Ｔ 社 製 Ｍ Ａ Ｔ - ２ ５ ２ ） に よ って

δ １ ３ Ｃ 値 の 測 定 を 行 い 同 位 体 分 別 効 果 に 対 す る 補 正 を 行 っ た ． 同 補 正 に は ， 放 射 線 計

数 法 に 準 じ た 補 正 法 を 採 用 し た ． す な わ ち ， １ ４ Ｃ 年 代 ｔ ［ ｙ Ｂ Ｐ ］ は ，

ｔ ＝ - １ ／ λ Ｈ Ｘ ｌ ｎ （ Ｒ ・ Ｅ ・ Ｆ ／ ｆ ）

と し て 与 え た ． た だ し ， λ い は Ｌ ｉ ｂ ｂ ｙ 半 減 期 に 基 づ く 壊 変 定 数 ， Ｅ は １ ２ Ｃ - １ ３ Ｃ 換 算 項 ，

Ｆ は 同 位 体 分 別 効 果 に 対 す る 補 正 項 ， ｆ は 標 準 体 固 有 の 係 数 で あ り ，

λ１１＝ｌｎ２ハ５６８［ｙ‾１］

Ｒ＝（１４Ｃ／１３Ｃ）ｓａ／（１４Ｃ／１３Ｃ）ｏｄ

Ｅ＝（１十δ１３Ｃ９／１０００）／（１十δ１３Ｃｏｄ／１０００）

Ｆ＝（１-２（２５十δ１３Ｃｓａ）／１０００）／（１-２（１９十δ１３Ｃｏｄ）／１０００）

ｆ＝０．９５

と し て 与 え ら れ る ． な お ， 添 字 ｓ ａ ， ｏ ｄ は お の お の 試 料 ， ０ Ｌ Ｄ シ ュ ウ 酸 を 示 す も の で あ

る ． 測 定 結 果 を 表 ２ に ま と め る ．

表 ２ ． 『今昔物語集』 「鈴鹿本」綴じ糸１４Ｃ年代測定結果
試 料

Ｎｏ．

Ｒ δ１３Ｃｓａ

［‰］

δ１３ＣＯｄ

［‰］

１４Ｃ年代ｔ

［ｙＢＰ］

１ ０．９３６７土０．００６１ -２５．４３土０．０６ -１８．９０土０．０６ １５８土５３

２ ０．９１７８土０．００５９ -２５．６４土０．０６ -１８．７３土０．０６ ３１９土５２

３ ０．９３１９土０．００７１ -２５．２４土０．０６ -１８．６０土０．０６ １９８土６１

４ ０．９２１７土０．００５２ -２５．８３土０．０６ -１８．９２士０．０６ ２８５土４５

５ ０．９０８６土０．００７９ -２５．７４土０．０６ -１８．８４土０．０６ ４００土７０

６ ０．８７７２土０．００４２ -２６．１０土０．０６ -１８．８９土０．０６ ６８０土３９

７ ０．８５５１士０．００４２ -２６．０２士０．０６ -１８．８９土０．０６ ８８６土４０

８ ０．８４６３土０．００５０ -２６．０８土０．０６ -１８．８０土０．０６ ９６８土４８

９ ０．９３５８土０．００８６ -２４．９１土０．０６ -１８．８３士０．０６ １７０土７３

１０ ０．９３１３土０．００５９ -２５．６２土０．０６ -１８．７７士０．０６ ２０２土５１

- １ ０ ６ -



４ 。 考 察

＜ 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の 暦 年 代 較 正 ＞

大 気 中 の “ Ｃ 濃 度 に は 時 間 的 な 変 動 が あ る た め ， “ Ｃ 年 代 は ， 歴 史 学 に お い て 意 味

を 持 つ 暦 年 代 と は 異 な る 時 間 軸 を と る ． ・ こ の こ と は ， 暦 年 代 既 知 の 年 輪 試 料 を 用 い た
の １ ４ Ｃ 年 代 測 定 の 研 究 か ら 明 ら か に な っ た も の で あ る ． し か し な が ら ， こ の 類 の 研 究

は 同 時 に １ ４ Ｃ 年 代 を 暦 年 代 に 換 算 す る 樹 輪 較 正 曲 線 を 生 み 出 す こ と に な り ， 測 定 さ れ

た １ ４ Ｃ 年 代 か ら 暦 年 代 に 換 算 す る こ と が 可 能 と な っ た ．

『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の １ ４ Ｃ 年 代 に つ い て 樹 輪 較 正 を 行 っ た ． そ の 結 果

を 表 ３ お よ び 図 １ に 示 す． 補 正 に 用 い た 樹 輪 補 正 曲 線 は ， １ ９ ９ ３ 年 に Ｍ ． Ｓ ｔ ｕ ｉ ｖ ｅ ｒ と

Ｇ．ｉＶ．Ｐｅａｒｓｏｎとによって報告されたものである（ＳｔｕｉｖｅｒａｎｄＰｅａｒｓｏｎ１９９３：

ｒ）ｅａｒｓｏｎａｎｄＳｔｕｉｖｅｒ１９９３）．また，１４Ｃ年代ｔ士ｊｔ［ｙＢＰ］において，ｔ［ｙＢＰ］に対

応 す る 較 正 後 の 暦 年 代 を （ ） の 内 に 示 し た ． （ ） の 外 の 年 代 は ， ｔ 十 Ｊ ｔ な い し は

ｔ - Ｊ ｔ に 対 応 す る 暦 年 代 で あ り ， 較 正 後 の 暦 年 代 の 誤 差 範 囲 を 示 し て い る ． な お ，

こ の 樹 輪 補 正 曲 線 の デ ー タ は １ ９ ４ ０ ［ ｃ ａ １ Ａ Ｄ ］ ま で で あ る た め ， 暦 年 代 の 誤 差 範 囲 が

１９４０［ｃａｌＡＤ］以降に及ぶ場合は，）をつけずにおいた．

表 ３ ． 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の 暦 年 代
試 料

Ｎｏ．

１４Ｃ年代ｔ

［ｙＢＰ］

樹 輪 補 正 後 の 暦 年 代
［ｅａ１ＡＤ］

１ １５８士５３ １６６９（Ｈ８４，１７４４，１８０７）回２３，１８２９（）１８８５，１９１０（１９３２

２ ３１９土５２ １４８７（１５２９バ５３２，１６３４）１６５１

３ １９８士６１ １６５４（１６７２）１６９０，１７３０（１７８０，１７９６）１８１３，１９２４（

４ ２８５士４５ １５２５０１５５９，１６３１（１６４６）１６６０

５ ４００土７０ １４３８（１４７３）１５２５，１５５７（〉１６３２

６ ６８０土３９ １２８８（１２９８）１３０７，１３６００１３７９

７ ８８６土４０ １０５６０１０８１，１１２３（）１１３７，１１５７（１１６９）１２２０

８ ９６８土４８ １（Ｈ８（１０３３μ０６５，１０７４（）１１２７，１１３３０１１５９

９ １７０土７３ １６１５９（１６８１，１７１５２，１８０４）１８９２，１９０５（１９３７

１０ ２０２土５１ １６１５６（Ｈ７１）１６８６，１７３９（１７８２，１７９５）１８０９，１９３０（

-１０７



．
ｏ
之
霖
誠

１

２

３

４

５

６

７

８

９

１０

図 １ ． 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の 暦 年 代

８００ １０００ １２００ １４００ １６００ １８００

暦年代［ｃａ１ＡＤ］

２０００

『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の 暦 年 代 に つ い て ， こ れ を 以 下 の 四 つ の 時 代 に 区

分 す る こ と が で き る 。

１．１０００～１２（）Ｏ［（；ａ１ＡＤ）…巻九（上）（下隅）

ｎ．１３（）Ｏ［ｃａ１ＡＤ］・‥巻九（上隅）

ｍ．０５０～１６５０［ｃａ１ＡＤ］…巻五（上），巻七（中），巻二（中）

ｌｖ．１６５０～１９ｎ［ｃａ１ＡＤ］…巻二（上）（下），巻二十七

１０８



＜ 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代 ＞

『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の 暦 年 代 を 四 つ の 時 代 に 区 分 し た ． こ こ で は ， そ

の 内 の 最 も 古 い 区 分 Ｉ （ １ ０ ０ ０ ～ １ ２ ０ ０ ［ ｃ ａ １ Ａ Ｄ ］ ） に つ いて 議 論 を す すめ る ． こ の 範 囲 に は

い る 試 料 は ， 巻 九 （ 上 ） （ 試 料 Ｎ ０ ． ７ ） と 巻 九 （ 下 隅 ） （ 試 料 Ｎ ０ ． ８ ） で あ る ． こ れ ら

の 暦 年 代 を ， 表 ３ か ら 抜 粋 し ， 以 下 に 再 度 記 す ．
̈ Ｃ 年 代 ［ ｙ Ｂ Ｐ ］ 樹 輪 較 正 後 の 暦 年 代 ［ ｃ ａ １ Ａ Ｄ ］

Ｎ０．７：８８６±４０：１０５６（）１０８１，１１２３（）１１３７，１１５７（１１６９）１２２０

Ｎ０．８：９６８±４８：１０１８（１０３３）１０６５，１０７４（）１１２７，１１３３（）１１５９

「 鈴 鹿 本 」 が 書 写 さ れ た 年 代 に つ い て は ， 鎌 倉 中 期 と い う 通 説 が あ る ． し か し ， 巻

九 の 二 つ の 綴 じ 糸 は ， 鎌 倉 中 期 よ り も さ ら に さ か の ば っ た 年 代 を 示 し て い る ． た だ し

両 試 料 が 同 じ 時 に 使 用 さ れ た 綴 じ 糸 か ， Ｉ 否 か は 断 言 で き な い ．

１ １ ～ １ ２ 世 紀 は ， 大 気 中 の １ ４ Ｃ 濃 度 が 時 代 と と も に 減 少 し て い る 時 期 に 相 当 し て い る

た め ， １ ４ Ｃ 年 代 の 誤 差 に 比 べ て 較 正 後 の 暦 年 代 の 誤 差 が 大 き く な る ． こ の た め ， 試 料

Ｎ ０ ． ７ ， ８ の 暦 年 代 が 約 一 世 紀 半 に わ た っ て い る ． こ の 年 代 値 の 下 限 は ， 試 料 Ｎ ０ ． ７ ，

８ お の お の １ ２ ２ ０ ， １ １ ５ ９ ［ ｙ Ｂ Ｐ ］ と な る が ， 上 限 に つ い て は ， 文 献 史 学 的 な 情 報 か ら 制 限

を 加 え る こ と が で き る ． 『 今 昔 物 語 集 』 の 一 写 本 で あ る 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代 に つ い

て は 明 確 に わ か っ て い な い が ， 『 今 昔 物 語 集 』 原 本 の 成 立 年 代 に つ い て は ， 院 政 期 で

あ る こ と が わ か っ て い る ． さ ら に ， 巻 二 十 七 第 三 十 七 話 「 狐 変 大 橋 木 被 射 殺 語 」 の 欠

文 の 研 究 か ら ， 『 今 昔 物 語 集 』 の 成 立 年 代 を 保 安 元 年 （ １ １ ２ ０ 年 ） か ら 天 治 二 年 （ １ １ ２ ５

年 ） 頃 に 限 定 す る こ と が で き る （ 橘 １ ９ ６ １ ） ． こ の 話 の 冒 頭 部 に

今 昔 。 ［ ］ ノ 比 、 春 日 ノ 宮 司 ニ テ 中 臣 ノ ［ ］ ト 云 フ 者 有 ケ リ 。

其 レ ガ 甥 二 中 大 夫 ［ ］ 卜 云 フ 者 有 ケ リ 。

と い う 一 文 が あ る ． こ の ［ ］ で 示 し た 欠 文 は ， 意 識 的 欠 文 と 呼 ば れ る も の で 後 で 作
者 が 事 実 に 沿 っ て 補 い 得 る よ う に 空 け て お い た 欠 文 で あ る ． 中 臣 氏 の 系 図 等 か ら み て ，
二 番 目 の 欠 文 部 に は ， 「 有 助 」 ， 三 番 目 の 欠 文 部 に は 「 有 兼 」 が は い る ． こ れ よ り ，
最初の欠文部には，永久四年（１１１６年）から保安三年（１１２２年）問の年号のいずれか
が は い る こ と に な る ． ま た ， こ の 話 の 末 尾 近 く に ，

此 ノ 事 ハ 只 此 ノ 二 三 年 が 内 ノ 事 ナ ル ベ シ 。

と い う 一 文 が あ る ． こ れ よ り ， 『 今 昔 物 語 集 』 の 成 立 年 代 を 保 安 元 年 （ １ １ ２ ０ 年 ） か ら

天 治 二 年 （ １ １ ２ ５ 年 ） 頃 に 求 め る こ と が で き る ． こ の 事 実 は ， 先 の １ ４ Ｃ 年 代 値 の 上 限 に

制 限 を 加 え る ． 写 本 で あ る 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代 は ， 原 本 の 成 立 年 代 を さ か の ぼ ら な
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い た め ， 試 料 Ｎ ０ ． ７ ， ８ の 年 代 値 の 上 限 は １ １ ２ ０ 年 と な る ． こ こ で す で に ， 得 ら れ だ Ｃ

年 代 を 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代 と し て い る が ， も ち ろ ん ， 「 鈴 鹿 本 」 が 修 補 さ れ た 年 代

で あ る 可 能 性 も あ る ． 事 実 ， 試 料 Ｎ ０ ． ７ は Ｎ ０ ． ８ に 比 べ や や 新 し い 年 代 を 示 し て お り ，

修 補 の 年 代 値 で あ る 可 能 性 も あ る ． し か し ， 試 料 Ｎ ０ ． ８ に つ い て は ， そ れ が 仮 に 修 補 さ

れ た 年 代 を 示 し て い る と し て も ， 書 写 年 代 が そ れ よ り も さ か の ぼ る こ と は 明 か で あ る ．

こ の た め ， １ １ ２ ０ 年 を 上 限 と す る 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代 と 試 料 Ｎ ０ ． ８ の 年 代 値 と の 間 に 大

き な 差 は な い と 考 え る こ と が で き る ．

以 上 述 べ た と お り ， 試 料 Ｎ ０ ． ８ の 結 果 か ら ， 「 鈴 鹿 本 」 が 書 写 さ れ た 年 代 は 平 氏 政 権

樹 立 以 前 の 院 政 期 （ １ １ ２ ０ ～ １ １ ６ ０ 年 頃 ） に あ た る ． こ れ は ， ま た 同 時 に ， 「 鈴 鹿 本 」 が

書 写 さ れ た の は 『 今 昔 物 語 集 』 原 本 が 成 立 し て 間 も な い 頃 で あ る こ と を 示 し て い る ．
こ こ で ， 原 本 と 「 鈴 鹿 本 」 の 関 係 に つ い て 議 論 す べ く ， 『 今 昔 物 語 集 』 原 本 の 成 立 事

情 を み て み る ．

『 今 昔 物 語 集 』 に は ， 先 に み た よ う な 意 識 的 欠 文 が 多 く 含 ま れ て い る ． こ の 種 の 欠

文 に つ い て ， か っ て は ， ｙ ｌ 作 者 と 同 時 代 の 人 物 に 関 す る 話 に お い て ， 何 ら か の 支 障 が

あ る た め 空 白 と し て お い た も の で あ る ” と い っ た 見 解 も あ っ た が ， 現 在 で は ， ” 編 纂

時 に 不 明 瞭 で あ っ た 部 分 を 後 に 補 う た め に ， 空 白 と し て お い た も の ” と い う の が 定 説

で あ る ． 各 巻 に お い て ， 意 識 的 欠 文 を も つ 話 が 総 話 数 に 占 め る 割 合 は ， 平 均 し て ３ 割

で あ る ． ま た ， 題 の み あ っ て ， 本 文 が な い よ う な 話 も ３ ０ 話 近 く あ る ． こ う い っ た ，

『 今 昔 物 語 集 』 の 混 乱 し た 形 態 を 考 え る と ， そ れ が 未 定 稿 本 で あ っ た こ と は 明 ら か で

あ る ． ま た ， 巻 一 ～ 七 に お い て 欠 文 の 割 合 は ， 他 の 巻 に 比 べ て 低 い 値 を と っ て い る ．

こ れ は ， 作 者 が ， 巻 - か ら 巻 七 ま で の 空 白 部 分 の 一 部 を 埋 め て い っ た た め と み る こ と

が で き る ． こ れ ら か ら ， 『 今 昔 物 語 集 』 原 本 の 成 立 事 情 と し て は ， 以 下 の よ う な こ と

が 考 え ら れ て い る （ 馬 淵 １ ９ ４ ８ ） ． ま ず ， 収 集 さ れ た 説 話 を 部 類 分 け し た の ち ， 不 明 瞭

な 部 分 に つ い て は 空 白 と し た ま ま で 巻 一 か ら 巻 三 十 一 ま で 執 筆 し た ． こ の 後 ， 空 白 部

分 で 明 ら か に な っ た も の に つ い て ， 巻 一 か ら 書 き 加 え は じ め た が ， 巻 七 （ な い し は 巻

ハ ） ま で 来 た と こ ろ で ， 何 ら か の 事 情 に よ っ て 編 纂 を 中 止 し た ． こ の 時 点 に お け る 未

定 稿 本 が ， 『 今 昔 物 語 集 』 の 原 本 と な っ た ．

『今昔物語集』原本は，未定稿本として１１２０～１１２５年頃に「成立」した．一方，
「 鈴 鹿 本 」 は ， そ れ か ら ま も な く 書 写 さ れ ， 袋 と じ の 本 と し て 成 立 し た ． こ の 二 つ の
事 柄 を 考 え あ わ せ る と ， 原 本 が 一 つ の 完 結 し た 本 （ な い し は そ れ に 準 じ る も の ） で は
な く ， 未 だ 何 回 目 か の 書 き 直 し の 段 階 に あ っ た と す る な ら ば ， そ の 最 後 （ 編 纂 中 止 直
前 ） の 段 階 に 相 当 す る も の が ， 「 鈴 鹿 本 」 と な っ た 可 能 性 が 出 て く る ． も っ と も ，
「 鈴 鹿 本 」 を 未 定 稿 本 の 清 書 版 原 本 で あ る と す る こ と に つ い て は 推 測 の 域 を 出 な い が ，
い ず れ に し て も 「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 さ れ た 年 代 が ， 従 来 通 説 と さ れ て い た 鎌 倉 中 期 を さ
か の ぼ り ， 『 今 昔 物 語 集 』 原 本 成 立 か ら そ れ ほ ど 下 ら な い 時 期 に 求 め ら れ る こ と は 確
かである．

-１１０



く 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 の 修 補 に つ い て ＞

年 代 測 定 に 用 い た 試 料 は ， 綴 じ 糸 で あ る ． 書 写 さ れ て か ら 現 在 に い た る ま で ， 「 鈴

鹿 本 」 の 修 補 が 行 わ れ て い た と す る な ら ば ， 得 ら れ る 年 代 値 は ， そ の 修 補 が 行 わ れ た

年 代 値 を 表 す こ と に な る ． 先 の 年 代 区 分 に お け る 最 も 古 い 区 分 Ｉ が 書 写 年 代 を 表 す こ

と は ， 既 に 述 べ た ． こ の た め ， そ の ほ か の 三 つ の 区 分 ｎ ， ｍ ， ｌ ｖ （ １ ３ ０ ０ ， １ ４ ５ ０ ～ １ ６ ５ ｏ ，

Ｈ５０～１９４０［ｃａ１ＡＤ］）は，「鈴鹿本」修補の年代値であるといえる．

前 項 に お い て 述 べ た よ う に ， 試 料 Ｎ ０ ． ７ の 年 代 値 も 修 補 年 代 で あ る 可 能 性 が あ り ， ま
た ， 三 つ に 分 け た 修 補 年 代 も ， そ の 中 で 複 数 回 の 修 補 が 行 わ れ て い る 可 能 性 が あ る ．

し た が っ て ， こ こ で は 「 鈴 鹿 本 」 の 修 補 の 回 数 は ， 少 な く と も ３ 回 は あ っ た と い う こ

と が で き る ． ま た ， 各 修 補 の 跡 が 綴 じ 糸 の 年 代 値 と し て 残 っ て い る こ と か ら ， 「 鈴 鹿

本 」 の 修 補 が 全 巻 に わ た っ て 行 わ れ た も の で は な い こ と が わ か る ．

伴 信 友 が 天 保 ４ 年 （ １ ８ ３ ３ 年 ） に 奈 良 で 「 奈 良 本 」 を み た と き は ， 一 冊 （ 巻 十 二 ） だ

け で あ っ た ． っ ぎ に ， 信 友 が 鈴 鹿 連 胤 か ら 借 り た 際 に は ， 本 朝 部 三 冊 （ 巻 十 二 ，

巻 二 十 七 ， 巻 二 十 九 ） と 天 竺 震 旦 部 数 冊 を 確 認 し て い る ． そ し て ， 京 都 大 学 付 属 図 書

館 に 寄 贈 さ れ た 際 に は ， 計 九 巻 と な っ て い る ． こ れ を 根 拠 に ， 「 鈴 鹿 本 」 は ， 現 在 に

至 る ま で ， 全 巻 揃 っ て 保 存 さ れ て き た の で は な く ， 各 巻 ば ら ば ら に 保 存 さ れ て き た と

い わ れ て い る （ 酒 井 蓼 回 診 ） ． こ の こ と は ， あ る 時 期 の 修 補 が ， 一 部 の 巻 に だ け 行 わ れ

て い る と い う 結 果 か ら も 裏 付 け ら れ る も の で あ る ．

ま た さ ら に ， そ の 修 補 は ， 手 元 に あ っ た 巻 （ 行 動 を 共 に し て い た 巻 ） の 綴 じ 糸 す べ

て に つ い て 行 わ れ た も の で も な い こ と が わ か る ． そ れ は ， 巻 二 の 三 つ の デ ー タ か ら い

う こ と が で き る ． 巻 二 （ 上 ） （ 下 ） の 綴 じ 糸 が Ⅲ の 時 期 に 綴 じ 直 さ れ て い る の に 対 し

て ， 巻 二 （ 中 ） の 綴 じ 糸 は ， Ⅳ の 時 期 に 修 補 さ れ た も の の ま ま で あ る ． お そ ら く ， 綴

じ 糸 を す べ て 取 り 替 え る の で は な く ， 破 損 し た も の だ け を 取 り 替 え る と い う 修 補 で あ

っ た と 考 え る こ と が で き る ．

文 献 史 学 的 な 面 か ら ， 修 補 が 行 わ れ た 可 能 性 の あ る 時 期 が 指 摘 で き る ． そ れ は ，
「 鈴 鹿 本 」 の 紙 端 に あ る 書 き 込 み か ら 推 定 さ れ る も の で あ る ． こ れ は ， 総 六 丸 と い う
人 物 に よ っ て ， 紙 端 ， す な わ ち 本 の 綴 じ 込 み と な る 部 分 に 書 か れ た 五 つ の 書 き 込 み で
あ る （ 酒 ＃ １ ９ ７ ５ ） ． こ の 書 き 込 み とそ の 所 在 を 次 に 示 す． な お ， 破 線 を 付 し た 部 分 は ，
二 行 に 分 け て 書 か れて い た も の で あ る ．
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五 ． 一 見 畢 南 井 坊 内 総 六 丸 此 比 春 日 太 神 開 門 尤

以 目 出 タ シ 新 造 屋 八 月 中 一 日 ノ サ ン ロ ウ・-一一-一一------一一一一一一一一一一- 巻 二 十 七 第 四 十 一 紙 左 端

こ の 書 き 込 み は ， 信 友 に よ っ て 初 め て 発 見 さ れ た （ そ の 際 は ， 五 ． だ け で あ っ た ） ．

信 友 は 「 追 記 」 の 中 で ， こ の 書 き 込 み は ， 「 鈴 鹿 本 」 が 書 写 さ れ た 際 に ， 「 件 ノ 文 マ

デ 書 写 」 し た と い う メ モ と し て 書 か れ た も の で あ る と 述 べ て い る ． ま た ， 「 南 井 坊 」

を 東 大 寺 の そ れ と し て 推 定 し ， 「 鈴 鹿 本 」 が 東 大 寺 に お い て 書 写 さ れ た と し て い る ．

し か し ， 近 年 の 研 究 に お い て は ， こ の 書 き 込 み は ， 書 写 さ れ た も の を 校 合 す る 際 に 書

か れ た も の と し て 考 え ら れ て い る （ 酒 ＃ １ ９ ７ ５ ） ． ま た ， 「 春 日 太 神 開 門 」 に つ い て は ，

室 町 時 代 の 文 安 三 年 （ １ ４ ４ ６ 年 ） の 開 門 で あ る と さ れ ， 「 南 井 坊 」 に は ， 東 大 寺 な い し

は 興 福 寺 の そ れ が 推 定 さ れ て い る （ 平 林 １ ９ ７ ８ ： 田 口 １ ９ ７ ８ ） ．

こ の 書 き 込 み に つ い て ， 三 つ の 見 方 が で き る ． 一 つ は ， 「 鈴 鹿 本 」 書 写 後 ， ま だ 一

枚 一 枚 の 紙 で あ っ た と き に ， 書 き 込 ま れ た と す る も の で あ る ． 二 つ め の 見 方 で は ， 書

写 後 一 枚 一 枚 の 紙 の 状 態 の ま ま 保 管 さ れ ， １ ４ ４ ６ 年 に い た っ て 書 き 込 み が な さ れ る と と

も に ， 袋 と じ の 本 と し て 装 丁 さ れ た と す る ． 三 つ め は ， 「 鈴 鹿 本 」 は 書 写 後 ， 袋 と じ

の 本 と し て 保 管 さ れ ， １ ４ ４ ６ 年 に 解 体 ・ 修 補 が な さ れ る に 至 り ， そ の 際 に 書 き 込 み が な

さ れ た と す る も の で あ る ． 仮 に ー つ め の 見 解 が 成 り 立 つ と す る な ら ば ， 「 鈴 鹿 本 」 の

書 写 は ， １ ４ ４ ６ 年 付 近 と な る は ず で あ る ． し か し な が ら ， 前 項 に お い て 述 べ た と お り ，

「 鈴 鹿 本 」 の 書 写 年 代 は ， 平 安 末 期 に あ た る 院 政 期 で あ る た め ， こ の 見 解 は 成 り 立 た

な い こ と に な る ． 二 つ め の 見 解 が 成 り 立 つ な ら ば ， 袋 と し 本 に 用 い ら れ た 綴 じ 糸 の 年

代 は ， 室 町 時 代 を さ か の ぼ ら な い は ず で あ る ． し か し ， 実 際 に は ， 綴 じ 糸 の 年 代 は 院

政 期 に ま で さ か の ぼ っ て い る ． よ っ て ， 二 つ め の 見 解 も 成 立 し な い ． 以 上 よ り ， 袋 と

じ 本 と し て 装 丁 さ れ て い た も の を ， 一 度 解 体 し た 際 に こ の 書 き 込 み が な さ れ た と す る

三 つ 目 の 見 解 が 妥 当 で あ る と い う こ と が で き る ．

ま た ， こ の １ ４ ４ ６ 年 に 修 補 さ れ た と 考 え 得 る も の に ， 試 料 Ｎ ０ ． ５ （ 巻 七 ）

（暦年代：１４３８（１４７３）１５２５，１５５７０１６３２［ｅａｌＡＤＤが挙げられる．試料Ｎ０．５の区分と
し て は ， 試 料 Ｎ ０ ． ２ ， ４ と と も に Ⅲ と な る が ， そ の 確 率 分 布 は こ の 二 点 と 異 な っ て い る ．

こ の 点 か ら 考 え る と ， 区 分 ｍ は 二 回 分 の 修 補 年 代 （ 試 料 Ｎ ０ ． ５ の １ ５ 世 紀 後 半 と ，

試 料 Ｎ ０ ． ２ ， ４ の １ ７ 世 紀 前 半 ） か ら 成 っ て い る 可 能 性 も あ る ．

＜ 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 巻 九 と 巻 二 十 七 の 綴 じ 糸 の 年 代 値 か ら ＞

前 々 項 に お い て は ， 巻 九 （ 上 ） （ 下 隅 ） の 綴 じ 糸 の 年 代 値 か ら 「 鈴 鹿 本 」 書 写 年 代
の 推 定 を 行 う こ と が で き た ． ま た ， 前 項 に お い て は ， 「 鈴 鹿 本 」 の 修 補 が 少 な く と も

三 回 行 わ れ た こ と ， な ら び に ， 各 巻 が ば ら ば ら に 保 管 さ れ て い た 可 能 性 が あ る こ と を

示 し た ． こ こ で ， 綴 じ 糸 の 年 代 値 を 各 巻 ご と に み て み る と ， 巻 九 と 他 の 巻 の 間 に 大 き

な 違 い が あ る ． 巻 九 の 綴 じ 糸 の 年 代 が ， い す れ も ． １ ３ 世 紀 以 前 で あ る の に 対 し て ， 他 の
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巻 の 綴 じ 糸 の 年 代 値 は ， すべ て １ ５ 世 紀 後 半 以 降 を 指 して い る ． こ れ は ， 巻 九 が １ ４ 世 紀
以 降 ， そ の 綴 じ 糸 に 修 補 が 必 要 と な る ほ ど に は 世 の 中 で 読 ま れ て い な か っ た こ と を 示
して い る ． こ れ に 対 して ， 他 の 巻 は ， １ ５ 世 紀 後 半 以 降 ， そ の 綴 じ 糸 に 修 補 が 必 要 と な
る 程 度 に は 読 ま れて い た こ と が う か がえる ．

『 今 昔 物 語 集 』 は 成 立 後 ， あ ま り 世 間 に 流 布 せ ず， ど こ か の 秘 庫 に で も 保 管 さ れ て
い た と い わ れて い る （ 馬 淵 １ ９ ４ ８ ： 長 野 １ Ｈ ２ ） ． こ れ は 従 来 ， 「 鈴 鹿 本 」 に ａ 損 が 相
当 あ る こ と ， 記 録 典 類 に 『 今 昔 物 語 集 』 の 名 が み ら れ な い こ と ， 語 り の 結 句 「 ト ヤ 」
が 同 時 代 の 他 の 説 話 集 に み ら れ な い こ と ， そ し て ， 未 定 稿 本 と し て 「 成 立 」 し た こ と
と い っ た 文 献 史 学 的 な 情 報 を 根 拠 に 論 じ ら れて い た が， 巻 九 の 綴 じ 糸 が １ ３ 世 紀 以 来 ，
現 在 ま で 修 補 さ れ な い ま ま で あ っ た と い う １ ４ Ｃ 年 代 の 情 報 に よ っ て も 指 示 さ れ る も の
となった．

し か し な が ら ， 成 立 後 広 く 流 布 し な か っ た と い う 状 況 は 全 巻 に わ た っ て い え る こ と
で あ る ． 巻 九 が 鎌 倉 末 期 の 修 補 を 最 後 と し ， 巻 五 ・ 七 が 戦 国 時 代 の 修 補 を 最 後 と す る
の に 対 し て ， 巻 二 一 二 十 七 が 江 戸 時 代 に も 修 補 が 行 わ れ て い る ． こ の 各 巻 の 間 に 生 じ
る 差 の 原 因 と し て ， 江 戸 時 代 の 国 学 者 の 態 度 が 考 え ら れ る ． 伴 信 友 は 天 保 十 五 年
（ １ ８ ４ ４ 年 ） 二 度 目 の 「 鈴 鹿 本 」 と の 遭 遇 に 際 して ， 「 追 記 」 の 中 で 以 下 の よ う に 述 べ
て い る ． こ れ は ， 先 に お い て も 記 し た も の で あ る が ， こ こ で も 再 度 取 り 上 げ る ．

サ テ 又 鈴 鹿 氏 此 外 二 天 竺 震 旦 ノ 部 若 干 巻 蔵 リ ト 聞 タ レ ド
モ ト ョ リ 其 本 書 ヲ ダュ 省 牛 テ 写 シ 持 タ ザ レ バ 借 リ テ モ 見 ズ

こ れ を み る 限 り ， 自 身 の 『 今 昔 物 語 集 』 写 本 に 天 竺 ・ 震 旦 の 部 が な か っ た た め ， 借 り

ず ， そ れ が 故 に 冊 数 も 不 明 で あ っ た と と る こ と も で き る ． し か し な が ら ， 長 沢 伴 雄 写

本 に 書 写 さ れ て い る 信 友 写 本 の 奥 書 に お い て ， 信 友 は 次 の よ う に 述 べ て い る ，

今 昔 物 語 集 欠 巻 以 或 所 秘 蔵 校 本 課 人 令 書 写 他 日 以 二 本 及 印
本校之天竺部震旦部共不足読故借不写矣

天 保 二 年 五 月 伴 信 友

こ れ よ り ， 明 ら か に 信 友 は 天 竺 震 旦 の 部 に 本 朝 の 部 よ り も 低 い 評 価 を 下 し て い る こ と

が わ か る ． 世 間 に 広 く 流 布 し な か っ た 『 今 昔 物 語 集 』 が ， 江 戸 時 代 に 入 っ て 信 友 ら 国

学 者 の 注 目 を 浴 び る に い た る が ， そ れ は 主 に 本 朝 の 部 で あ っ た よ う で あ る ． こ の 観 点
か ら み る と ， 巻 九 （ 震 旦 ， 因 果 応 報 ） ， 巻 五 （ 天 竺 ， 因 果 応 報 ） ， 巻 七 （ 震 旦 ， 経 典 ）

が ， 江 戸 時 代 に 修 補 さ れ な か っ た こ と に 合 点 が ゆ く ． な お ， 江 戸 時 代 に 修 補 さ れ た 巻

二 十 七 は ， 本 朝 部 で 霊 鬼 （ 霊 ・ 鬼 ・ 狐 ） に 関 す る も の で あ り ， 巻 二 は ， 天 竺 の 部 で あ

る が 釈 迦 の 説 法 の 記 さ れ た も の で あ る ．
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５ お わ り に

本 研 究 で は ， 『 今 昔 物 語 集 』 「 鈴 鹿 本 」 綴 じ 糸 の １ ４ Ｃ 年 代 測 定 を 行 い ， 「 鈴 鹿 本 」
の 書 写 年 代 ， お よ び そ の 修 補 に つ い て の 情 報 を 得 る こ と が で き た ．
歴 史 時 代 の 微 量 の 試 料 （ 貴 重 な 試 料 ） を 測 定 す る 点 に お い て ， 加 速 器 質 量 分 析 計 に

よる １ ４ Ｃ 年 代 測 定 法 は 有 効 で あ る ． し か し ， 現 段 階 に お いて 加 速 器 質 量 分 析 法 で は ，
資 料 の 暦 年 代 は 一 世 紀 近 い 誤 差 範 囲 を も つ 値 で し か 決 定 で き な い ． 一 世 紀 と い う 時 間
は ， 人 間 一 世 代 分 よ り も 長 い 時 間 で あ る ． 特 定 一 個 人 の 行 為 ・ 行 動 が 問 題 と さ れ る こ
と の 多 い 歴 史 時 代 に お い て ， こ の 一 世 紀 と い う 誤 差 は 極 め て 大 き な も の で あ る ． 現 在
の １ ４ Ｃ 年 代 決 定 法 に よ っ て 暦 年 代 を 誤 差 な しで 断 言 す る こ と は で き な い ． し か し な が
ら ， 文 献 史 学 の 情 報 に よ っ て ， 誤 差 あ る ̈ Ｃ 年 代 に 制 限 を 加 え る こ と が 可 能 で あ り ，
ま た ， 誤 差 あ る １ ４ Ｃ 年 代 値 の 前 後 関 係 と 文 献 史 学 的 見 解 を あ わ せ 用 い る こ と に よ って ，
資 料 に 関 す る あ る 種 の 情 報 を 導 き 出 す こ と も で き る ． こ う い っ た 点 か ら ， 今 後 ， 歴 史
時 代 の 試 料 の １ ４ Ｃ 年 代 測 定 は ， 文 献 史 学 と の 相 補 的 な 関 係 の 中 に お い て ， 歴 史 学 の 有
効 な 一 手 段 と な る こ と が 期 待 さ れ る ．
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ｂｅｆｏｒｅｔｈｅａｃｃｅｐｔｅｄａｇｅ，ｉ．ｅ‥ｉｎｔｈｅｍｉｄｄｌｅ-ｔｗｅｌｆｔｈｃｅｎｔｕｒｙ．ｌｔｈａｓａｌｓｏ

ｂｅｅｎｓｕｇｇｅｓｔｅｄｔｈａｔ’ｔｈｅ”Ｓｕｚｕｋａｂｏｎ”ｍａｙｂｅｏｎｅｏｆｔｈｅｏｒｉｇｉｎａｌｒａｔｈｅｒｔｈａｎ

ａｃｏｐｉｅｄｖｅｒｓｉｏｎｏｆｆθ／７ノ゛ｙ∂１乙／ｊθ／７昭打∂ｒ八ｙｌ／．ｌｎａｄｄｉｔｉｏｎ，ｗｅｏｂｔａｉｎｅｄｅｖｉｄｅｎｃｅ

ｔｈａｔｔｈｅ”Ｓｕｚｕｋａｂｏｎ”ｈａｄｂｅｅｎｒｅｐａｉｒｅｄａｔｌｅａｓｔｔｈｒｅｅｔｉｍｅｓｆｒｏｍｌ４Ｃ-ａｇｅｓｏｆ

ｔｈｅｓｔｒｉｎｇｓ．
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