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摂
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期

女

房

と

文

学

 

諸

井

 

彩

子

 

 

日

本

の

平

安

時

代

、

特

に

摂

関

期

は

多

く

の

す

ぐ

れ

た

文

学

作

品

が

残

さ

れ

た

時

代

で

あ

り

、

そ

れ

ら

は

、

担

い

手

か

つ

享

受

者

で

あ

る

女

房

た

ち

の

存

在

な

し

に

は

成

立

し

な

か

っ

た

。
摂

関

期

の

女

房

に

関

し

て

は

、
実

在
・
非

実

在

問

わ

ず

、

さ

ま

ざ

ま

な

研

究

が

な

さ

れ

て

き

た

が

、

女

房

の

官

職

や

呼

称

に

関

す

る

理

解

が

進

ん

で

い

な

い

た

め

、

実

証

的

と

は

言

い

が

た

い

、

恣

意

的

な

解

釈

が

ま

か

り

通

っ

て

い

る

の

も

事

実

で

あ

る

。

 

本

論

は

、

摂

関

期

女

房

の

官

職

や

呼

称

と

い

っ

た

実

態

に

つ

い

て

詳

し

く

考

察

し

、

当

時

の

女

房

が

お

か

れ

た

社

会

的

な

立

場

を

明

ら

か

に

す

る

こ

と

を

第

一

の

目

的

と

し

て

い

る

。

第

二

の

目

的

は

、

第

一

の

目

的

を

ふ

ま

え

た

上

で

、

女

房

が

担

う

と

同

時

に

享

受

し

た

、

世

界

に

類

を

み

な

い

摂

関

期

の

文

化

活

動

全

体

の

理

解

を

深

め

る

こ

と

に

あ

る

。

女

房

の

実

態

を

考

察

す

る

こ

と

で

、

文

学

に

携

わ

っ

た

女

房

と

そ

の

作

品

、
女

房

の

形

成

し

た

サ

ロ

ン

に

つ

い

て

の

理

解

が

深

め

ら

れ

、

物

語

の

新

た

な

解

釈

も

可

能

に

な

る

の

で

あ

る

。

 

 

第

一

章

は

、

摂

関

期

の

女

房

の

実

態

を

総

体

的

に

捉

え

る

た

め

の

考

察

を

ま

と

め

た

。

第

一

節

は

摂

関

期

の

内

裏

や

中

宮

・

貴

顕

に

仕

え

る

女

房

集

団

の

構

成

、

第

二

節

は

女

房

呼

称

が

父

あ

る

い

は

夫

の

官

職

に

よ

っ

て

つ

け

ら

れ

、

出

自

を

表

す

手

が

か

り

と

な

る

と

い

う

原

則

を

帰

納

法

的

に

確

認

し

た

。

第

三

節

で

は

、

東

宮

・

中

宮

・

斎

宮

・

斎

院

・

摂

関

に

お

か

れ

た

実

在

の

宣

旨

女

房

が

、

公

的

文

書



と

し

て

の

宣

旨

の

登

場

と

と

も

に

、

天

皇

に

仕

え

る

典

侍

や

掌

侍

と

重

な

る

職

掌

を

担

っ

た

、

信

頼

の

厚

い

女

房

で

あ

り

、

サ

ロ

ン

の

文

化

的

営

み

に

も

貢

献

し

て

い

る

こ

と

を

指

摘

し

た

。

物

語

作

品

に

登

場

す

る

宣

旨

女

房

に

も

、

そ

の

反

映

が

あ

る

。

第

一

節

と

第

二

節

を

ふ

ま

え

、

散

逸

物

語

『

み

か

は

に

さ

け

る

』

を

捉

え

直

し

た

の

が

、

第

四

節

で

あ

る

。

こ

の

散

逸

物

語

は

、

題

名

と

そ

の

も

と

に

な

っ

た

和

歌

か

ら

、

道

長

・

頼

通

時

代

以

降

に

成

立

し

た

も

の

と

考

え

ら

れ

、

出

自

の

高

い

女

房

が

男

主

人

公

の

相

手

と

し

て

設

定

さ

れ

て

い

る

点

で

現

存

す

る

作

り

物

語

と

は

異

な

っ

た

特

徴

を

も

つ

。

当

時

の

物

語

の

作

り

手

で

も

あ

り

享

受

者

で

も

あ

っ

た

受

領

層

の

女

性

た

ち

に

と

っ

て

、

自

分

た

ち

と

地

続

き

か

つ

憧

憬

の

対

象

で

も

あ

る

上

臈

女

房

の

恋

愛

を

味

わ

う

た

め

の

も

の

で

あ

っ

た

ろ

う

。

第

五

節

で

は

、

女

童

と

一

人

前

の

女

房

の

服

装

や

職

務

の

違

い

を

明

ら

か

に

し

な

が

ら

、

女

房

の

裳

着

に

つ

い

て

考

察

し

た

。
あ

こ

ぎ

の

裳

着

が

物

語

中

に

示

さ

れ

る

こ

と

は

、

あ

こ

ぎ

が

主

人

夫

婦

に

大

き

な

信

頼

を

寄

せ

ら

れ

て

い

る

こ

と

の

表

れ

で

あ

り

、

『

落

窪

物

語

』

は

女

房

と

し

て

の

理

想

像

を

描

い

た

物

語

と

い

う

側

面

も

あ

る

。

第

六

節

で

は

、〈

召

人

〉
の

実

態

を

当

時

の

記

録

に

即

し

て

実

証

的

に

ま

と

め

、
定

義

づ

け

を

行

う

と

と

も

に

、

物

語

作

品

に

お

け

る

〈

召

人

〉

に

言

及

し

た

。

 

第

二

章

は

、

摂

関

期

の

サ

ロ

ン

に

つ

い

て

考

察

し

た

。

平

安

時

代

の

サ

ロ

ン

活

動

の

成

果

は

、

歌

（

歌

合

・

私

家

集

）

や

物

語

、

絵

な

ど

多

岐

に

わ

た

り

、

統

一

的

な

評

価

の

方

法

を

見

い

だ

す

こ

と

が

困

難

で

あ

っ

た

。

第

一

節

は

、

摂

関

期

の

サ

ロ

ン

の

構

成

員

や

そ

の

成

果

を

考

察

す

る

こ

と

で

、

サ

ロ

ン

活

動

の

評

価

の

方

法

を

改

め

て

提

示

し

た

。

摂

関

期

の

サ

ロ

ン

は

、

貴

人

女

性

と

そ

こ

に

仕

え

る

女

房

を

核

と

し

、

父

や

夫

と

い

っ

た

後

見

人

、

あ

る

い

は

男

性

官

人

が

集

っ

て

形

成



さ

れ

た

社

交

形

態

で

あ

る

。

そ

の

具

体

例

と

し

て

上

東

門

院

彰

子

の

サ

ロ

ン

に

つ

い

て

再

考

し

た

の

が

第

二

節

で

あ

る

。

平

安

時

代

の

サ

ロ

ン

の

女

主

人

と

は

、

必

ず

し

も

当

人

が

文

学

的

営

み

の

リ

ー

ダ

ー

で

あ

る

わ

け

で

は

な

く

、

文

学

的

営

み

を

行

う

人

々

を

支

え

る

存

在

で

あ

っ

た

。

彰

子

は

父

道

長

と

母

倫

子

の

協

力

の

も

と

、

女

房

た

ち

を

支

え

て

サ

ロ

ン

の

活

動

を

活

性

化

し

て

い

た

。

こ

の

サ

ロ

ン

で

育

っ

た

女

房

た

ち

が

次

代

の

文

化

活

動

の

核

を

担

っ

て

い

く

の

で

あ

る

。

第

三

節

は

、
『

赤

染

衛

門

集

』

の

解

釈

を

ふ

ま

え

、

道

長

の

指

示

の

も

と

、

女

房

た

ち

の

共

同

作

業

で

物

語

が

作

ら

れ

て

い

た

こ

と

を

明

ら

か

に

し

た

。

道

長

周

辺

で

作

ら

れ

た

物

語

は
『

源

氏

物

語

』
だ

け

で

な

か

っ

た

こ

と

が

注

目

さ

れ

る

。
第

四

節

は
『

栄

花

物

語

』

成

立

の

一

端

を

捉

え

よ

う

と

試

み

た

。

彰

子

の

妹

、

妍

子

の

サ

ロ

ン

で

『

栄

花

物

語

』

の

資

料

と

な

っ

た

女

房

日

記

が

描

か

れ

て

い

た

の

は

明

ら

か

で

あ

り

、

禎

子

内

親

王

に

仕

え

た

乳

母

で

あ

る

弁

乳

母

と

そ

の

姉

で

あ

る

弁

内

侍

の

関

係

を

中

心

に

、
『

栄

花

物

語

』
正

編

の

執

筆

を

可

能

に

し

た

女

房

ネ

ッ

ト

ワ

ー

ク

に

つ

い

て

考

察

し

た

。

こ

れ

ら

の

具

体

的

な

考

察

か

ら

、

摂

関

期

サ

ロ

ン

の

本

質

を

集

団

的

文

化

活

動

と

捉

え

る

こ

と

が

で

き

る

。

 

 

第

三

章

は

、

女

房

歌

人

の

経

歴

を

再

考

す

る

論

文

を

集

め

た

。

第

一

節

は

、

紫

式

部

の

娘

で

あ

り

、

後

冷

泉

天

皇

の

乳

母

と

し

て

活

躍

し

た

大

弐

三

位

藤

原

賢

子

の

出

仕

時

期

を

考

察

し

た

。

女

房

呼

称

等

を

ふ

ま

え

る

と

、

二

十

歳

を

越

え

た

時

期

に

彰

子

の

も

と

に

出

仕

し

た

と

考

え

ら

れ

る

。

第

二

節

は

、

赤

染

衛

門

の

娘

、

江

侍

従

の

経

歴

を

和

歌

活

動

中

心

に

再

考

す

る

と

と

も

に

、

第

一

章

で

の

女

房

の

実

態

を

ふ

ま

え

る

こ

と

が

、

女

房

歌

人

を

考

察

す

る

上

で

も

有

効

で

あ

る

こ

と

を

示

し

た

。

同

様

に

第

三

節

は

、

威

子

・

章

子

内

親

王

二

代

に

わ

た

っ

て

宣

旨

を

つ



と

め

、
彰

子

内

親

王

の

乳

母

で

も

あ

っ

た

二

条

院

宣

旨

の

人

生

を

明

ら

か

に

し

た

。 

 

以

上

の

女

房

の

実

態

と

サ

ロ

ン

の

考

察

に

よ

り

、

摂

関

期

の

文

学

は

、

女

房

を

中

心

と

し

た

集

団

文

芸

性

を

念

頭

に

置

く

べ

き

こ

と

が

明

ら

か

に

な

っ

た

。

こ

れ

は

、

作

者

個

人

の

独

創

的

な

思

想

の

表

れ

と

み

な

す

近

代

的

な

文

学

作

品

の

捉

え

方

と

は

、

全

く

異

な

っ

た

も

の

で

、

近

代

の

文

学

の

あ

り

方

を

相

対

化

す

る

意

味

で

も

意

義

の

あ

る

考

察

と

い

え

よ

う

。

 


