
宮廷女房たちの環境・意識・視線
―『源氏物語』『阿仏の文』などから―

早稲田大学 田渕句美子

国文研蔵『十六夜日記』より



宮廷女房とは
宮廷女房は、天皇・院、女院、后妃、内親王など
に仕える女房。

主君に近侍。主君の心身に関わるさまざまな世
話・サポート・教育などを行う。

取り次ぎや代筆により、主君と外部とを繋ぐ。

側近の女房は、常に主君に近侍し、黒衣のように
影となって寄り添う分身的存在。

宮廷の政治や動向を王権の深奥部から見、種々
の情報を知る立場にある。

主君の真の意向を理解している。

時には女房自体が政治性を帯びた存在ともなる。

王権に密着し、その高貴性の反映を身に纏う。一
方で、実体のない存在のようにも扱われる。

国文研蔵『源氏物語古土佐絵帖』葵巻→



女房メディア

宮廷女房が見聞し

内外に媒介する情

報

女房の言談、伝達、

聞書、雑談、語り、

噂、伝承

日記、記録、説話、

物語、口伝、故実

などへ。

宮廷社会・政治を

裏側から視野にお

さめる。情報と人

脈のネットワーク

伝達・媒介、観

察・俯瞰、深化・

内面化、相対化・

批判的視座

女房文学の形成を

促し、その内部を

構成

女房集団による韻

文・散文の文学が

古代、中世、近世、

近代まで継続

世界においても独

自な文化的事象



以上は、田渕句美子『女房文学

史論―王朝から中世へ―』序章

「女房文学史論の射程」（岩波

書店、2019年）より抜粋。

この序章は馬如慧氏により中国

語に訳されている。張龍妹氏主

編『日韓女性文学論叢』（光明

日報出版社、北京市、2022年）

所収。



阿仏尼とは

『女房三十六人歌合』（模本・ColBaseより）

・藤原為家の晩年の妻。女房歌人（勅撰集に計48首）。
冷泉為相の母。冷泉家の祖とも。
・長年にわたり断続的に安嘉門院邦子内親王に仕えた
女房。女院女房の経験に基づく教訓を娘に伝えた。阿
仏尼の姉妹も安嘉門院女房。

⇒『阿仏の文』は女房の知の集積を吸収。
・『うたたね』『十六夜日記』などを著す。
・女性としてほぼ初めての歌論書『夜の鶴』執筆。
・和歌史で初めて歌道家の女主人として歌壇で活躍。



『阿仏の文』とは
・1264年頃に阿仏尼が娘に書いた教訓的な手紙

・『乳母の文』『庭の訓』とも呼ばれる

・宮廷女房として重要な心得を細々と述べている

平安期から中世の女房の存在形態や意識を語る
貴重な資料

・娘は既に後深草院の女房（およそ13歳）

・広本と略本がある。広本が阿仏尼の真作。

略本は後人による抄出本（岩佐美代子氏）

・以降の女訓書に大きな影響を与えた

・現代社会にも通じる内容。普遍的な人間洞察



『阿仏の文』広本
⇒阿仏尼の真作

①陽明文庫本（「阿ふつの文」。江戸初期頃写。
国文研マイクロフィルム55・193・1。紙焼写真
0927） 最古写本

②田渕蔵本（外題・内題なし。枡型本。寛文八年
1668写） 冒頭部分⇒

『阿仏の文〈乳母の文・庭の訓〉注釈』では田渕
蔵本を底本として影印を掲載、他の三本を対校

③内閣文庫蔵本（「めのとの文」190・0251。天明
元年1781写）

国立公文書館デジタルアーカイブで公開

④群書類従本（「乳母のふみ」）

国立国会図書館デジタルコレクション等で公開



『阿仏の文』略本
⇒後人の抄出本。多く流布

広本の事項を整理し、順序や表現などを変えて改編

諸芸や仏道等の教訓は残され、より実用的な手引き書に。

分量は広本の約三分の一程度

後続の女訓書・教育書に大きな影響

多くの伝本がある（女房奉書の書式のものもある）

『扶桑拾葉集』などに「庭のをしへ」として入り刊行

伴蒿蹊による略本の注釈書『庭の訓抄』刊行

明治・大正・昭和にも実用書として用いられている

国文学研究資料館に略本の写本二点あり

うち一点が掲出のもの（内題「阿佛のふみ」）⇒



青簡舎
2023年9月

『阿仏の文』の注釈書







現代語
訳



『阿仏の文』の内容
→宮廷に生きる女房の心構え・行動規範

•自己を抑制する態度の重要性（繰り返し語られている）
•宮廷社会の人間関係におけるさまざまな注意。特に同僚女房たち
や侍女たちとの関わり方

•女房の基本的職務・持つべき態度
•女房として身につけるべき諸芸・教養。風雅に対する考え方
• もし主君（この場合は後深草院）に寵愛される女房（愛人の女房）
となった時の振る舞いについて

•養育時などの回想など（阿仏母子が困窮した過去の描写もある）
•宮廷女房から退く時の心構え、そして出家後の心得



『阿仏の文』の資料的価値

・中世女房たちのありのままの思念、生活、一生が凝縮されている

・実際に宮廷女房であった岩佐美代子氏によって、広本が阿仏
尼の真作であることが立証された⇒重要

・後世の女訓書によくみられる、説話・故事等を例示して教訓する
書物ではない。また儒教的道徳的な言説は見られない。

・作法書・礼法書ではない。また一般女性への啓蒙書ではない。

女房という存在、その環境や意識を浮かび上がらせる資料。

中世はもちろん、平安期の物語や日記を読む時にも有益



『阿仏の文』から物語・日記を読み直す

『古今集』『伊勢物語』『源氏物語』など→『阿仏の文』
表現を享受・踏襲（一般的な古典の受容）多い

『阿仏の文』→『源氏物語』『紫式部日記』などの日記・
物語へ
女房の基本的心性などから、『源氏物語』や女房日記
などを再考する手掛かりになる。
女房たちが置かれていた現実を、より明視できる。
作品の読みを変える可能性もある。

国文研蔵『源氏物語』⇒



Ⅰ 信頼される女房 （『源氏物語』『阿仏の文』）

■
『源
氏
物
語
』蜻
蛉
巻

薫
と
小
宰
相

大
将
殿
の
、か
ら
う
し
て
、い
と
忍
び
て
語
ら
は
せ
た
ま

ふ
小
宰
相
の
君
と
い
ふ
人
の
、か
た
ち
な
ど
も
き
よ
げ
な

り
、心
ば
せ
あ
る
方
の
人
と
お
ぼ
さ
れ
た
り
。同
じ
琴
を

掻
き
な
ら
す
爪
お
と
、撥
お
と
も
人
に
は
ま
さ
り
、文
を

書
き
、も
の
う
ち
言
ひ
た
る
も
、よ
し
あ
る
ふ
し
を
な
む
添

へ
た
り
け
る
。…

…

い
と
も
の
は
か
な
き
住
ま
ひ
な
り
か
し
。局
な
ど
い
ひ
て
、

せ
ば
く
ほ
ど
な
き
遣
戸
口
に
寄
り
ゐ
た
ま
へ
る
、か
た
は

ら
い
た
く
お
ぼ
ゆ
れ
ど
、さ
す
が
に
あ
ま
り
卑
下
し
て
も

あ
ら
で
、い
と
よ
き
ほ
ど
に
も
の
な
ど
も
聞
こ
ゆ
。「
見
し

人
よ
り
も
、こ
れ
は
心
に
く
き
け
添
ひ
て
も
あ
る
か
な
。な

ど
て
、か
く
出
で
立
ち
け
ん
。さ
る
も
の
に
て
我
も
置
い
た

ら
ま
し
も
の
を
」
と
お
ぼ
す
。

▼
小
宰
相
の
君
は
女
一
宮
の
女
房
。出
自
等
不
明
。上

流
貴
族
の
娘
で
は
な
い
と
思
わ
れ
る
が
、嗜
み
あ
る
女
房
。

明
石
中
宮
か
ら
「
ま
め
人
の
、さ
す
が
に
人
に
心
と
ど
め

て
物
語
す
る
こ
そ
、心
地
お
く
れ
た
ら
む
人
は
苦
し
け
れ
。

心
の
ほ
ど
も
見
ゆ
ら
む
か
し
。小
宰
相
な
ど
は
い
と
う
し

ろ
や
す
し
」
と
評
価
さ
れ
て
い
る
。

（蜻
蛉
巻
）。

■
『阿
仏
の
文
』第
一
三
段

同
じ
宮
仕
へ
を
し
て
、人
に
立
ち
ま
じ
り
候
へ
ど
も
、我

が
身
の
器
量
に
従
ひ
て
、畏
き
君
に
も
お
ぼ
し
め
し
ゆ
る

さ
れ
、か
た
へ
の
人
に
も
所
置
か
る
る
物
に
て
候
ふ
。…

見
目
か
た
ち
も
さ
る
こ
と
に
て
、ま
め
や
か
に
、人
は
心

お
き
て
な
だ
ら
か
に
、能
な
ど
候
へ
ば
、上
に
も
、さ
る
方

の
目
安
き
物
に
思
は
れ
参
ら
せ
、…

…

。さ
る
方
に
て
、た

よ
り
な
げ
に
人
笑
は
れ
な
る
べ
き
ま
じ
ら
ひ
の
さ
ま
な
れ

ど
、ゆ
る
さ
る
る
方
あ
り
て
、人
々
し
き
数
に
入
る
こ
と
に

て
候
ふ
。



Ⅱ 親没後の零落の危惧 『源氏物語』『阿仏の文』『とはずがたり』

■
『
源
氏
物
語
』
椎
本
巻

父
の
言
葉

お
と
な
び
た
る
人
々
召
し
出
て
、「…

に
ぎ
は
は
し
く
人
数

め
か
む
と
思
ふ
と
も
、そ
の
心
に
も
か
な
ふ
ま
じ
き
世
と
な

ら
ば
、ゆ
め
ゆ
め
か
ろ
が
ろ
し
く
よ
か
ら
ぬ
方
に
も
て
な
し

き
こ
ゆ
な
」
な
ど
の
た
ま
ふ
。

■
『
阿
仏
の
文
』
第
一
八
段

母
の
言
葉

夢
の
世
、な
ど
申
し
な
し
て
、心
も
ち
ゐ
浅
々
し
き
人
の
、

「
何
事
も
し
か
る
べ
き
こ
と
。」
と
申
し
て
、よ
か
ら
ぬ
筋
に
は

軽
ら
か
に
、物
に
心
得
た
る
さ
ま
し
て
、「
身
を
や
す
ら
か
に

も
て
な
し
、品
お
く
れ
た
る
窓
の
う
ち
に
も
、に
ぎ
は
は
し
く

て
だ
に
か
し
づ
き
す
ゑ
ら
れ
候
へ
ば
、心
に
憂
ふ
る
こ
と
な
く

て
あ
り
な
ん
か
し
。」
な
ど
申
し
な
す
こ
と
に
て
候
ふ
。ゆ
め

ゆ
め
そ
の
御
心
づ
か
ひ
候
ふ
ま
じ
く
候
ふ
。さ
や
う
に
物
を

思
ひ
始
め
候
ひ
ぬ
れ
ば
、落
ち
ぶ
れ
、身
を
も
て
は
ふ
ら
か
し

候
ふ
ぞ
。

物
語
り
に
つ
け
た
る
し
る
べ
、も
し
は
さ
ぶ
ら
ふ
古
御
達
の

中
に
も
、「
あ
な
心
苦
し
の
御
あ
り
さ
ま
や
。か
く
て
は
い
か

が
過
ぐ
さ
せ
給
は
ん
ぞ
。か
れ
は
い
づ
く
に
お
は
し
ま
し
て
こ

そ
、か
し
こ
き
こ
と
は
あ
な
れ
。…

…

」
な
ど
申
し
聞
か
せ
、誘

ひ
ま
ゐ
ら
せ
候
ふ
人
候
ふ
と
も
、な
び
か
せ
給
ひ
候
ふ
な
。

■
『
と
は
ず
が
た
り
』

父
の
言
葉

「…
…

世
に
捨
て
ら
れ
、便
り
な
し
と
て
、ま
た
異
君
に
も

仕
へ
、も
し
は
い
か
な
る
人
の
家
に
も
立
ち
寄
り
て
、世
に
住

む
わ
ざ
を
せ
ば
、亡
き
跡
な
り
と
も
、不
孝
の
身
と
思
ふ
べ
し
。

夫
妻
の
こ
と
に
お
き
て
は
、こ
の
世
の
み
な
ら
ぬ
こ
と
な
れ
ば
、

力
な
し
。そ
れ
も
、髪
を
つ
け
て
好
色
の
家
に
名
を
残
し
な
ど

せ
む
こ
と
は
、か
へ
す
が
へ
す
憂
か
る
べ
し
。…

…



Ⅲ 離れがちな夫への態度 （『源氏物語』）

■
『
源
氏
物
語
』
帚
木
巻

頭
中
将
が
常
夏
の
女
（
夕
顔
）
に
つ
い
て
語
る
場
面

…
…

さ
ば
か
り
に
な
れ
ば
う
ち
頼
め
る
け
し
き

も
見
え
き
。頼
む
に
つ
け
て
は
恨
め
し
と
思
ふ
事

も
あ
ら
む
と
、心
な
が
ら
お
ぼ
ゆ
る
を
り
を
り
も

侍
り
し
を
、見
知
ら
ぬ
や
う
に
て
、久
し
き
途
絶

え
を
も
、か
う
た
ま
さ
か
な
る
人
と
も
思
ひ
た
ら

ず
、た
だ
朝
夕
に
も
て
つ
け
た
ら
む
あ
り
さ
ま
に

見
え
て
心
苦
し
か
り
し
か
ば
、頼
め
わ
た
る
事
な

ど
も
あ
り
き
か
し
。親
も
な
く
、い
と
心
細
げ
に

て
、さ
ら
ば
こ
の
人
こ
そ
は
と
こ
と
に
ふ
れ
て
思
へ

る
さ
ま
も
ら
う
た
げ
な
り
き
。か
う
の
ど
け
き
に

お
だ
し
く
て
、
久
し
く
ま
か
ら
ざ
り
し
こ
ろ
、

…
…

思
ひ
出
で
し
ま
ま
に
ま
か
り
た
り
し
か
ば
、

例
の
う
ら
も
な
き
も
の
か
ら
、い
と
も
の
思
ひ
顔

に
て
、…

う
ち
は
ら
ふ
袖
も
露
け
き
常
夏
に

あ
ら
し
吹
き
そ
ふ
秋
も
来
に
け
り

と
は
か
な
げ
に
言
ひ
な
し
て
、ま
め
ま
め
し
く
恨

み
た
る
さ
ま
も
見
え
ず
、涙
を
漏
ら
し
落
と
し
て

も
、い
と
恥
づ
か
し
く
つ
つ
ま
し
げ
に
紛
ら
は
し

隠
し
て
、つ
ら
き
を
も
思
ひ
知
り
け
り
と
見
え
む

は
、わ
り
な
く
苦
し
き
も
の
と
思
ひ
た
り
し
か
ば
、

心
や
す
く
て
、ま
た
途
絶
え
お
き
侍
り
し
ほ
ど
に
、

跡
も
な
く
こ
そ
か
き
消
ち
て
失
せ
に
し
か
。



主君の愛人となった女房が持つべき態度（『阿仏の文』）

■
『
阿
仏
の
文
』
第
十
七
段

は
じ
め
よ
り
あ
な
が
ち
に
映
え
映
え
し
き
御
覚
え

な
ら
ず
と
も
、心
も
ち
ゐ
お
だ
し
く
て
、人
と
争
ひ

そ
ね
む
気
配
な
う
、ほ
け
ら
か
に
も
て
な
し
て
、さ
る

並
に
て
も
交
じ
ら
ひ
ぬ
べ
か
ら
ん
ほ
ど
は
、よ
ろ
づ

を
知
ら
ず
顔
に
、う
ら
な
く
ら
う
た
き
さ
ま
し
て
、

さ
る
物
か
ら
、身
の
あ
り
さ
ま
は
、深
く
思
ひ
入
れ

た
る
や
う
に
、う
ち
と
け
み
だ
れ
心
ゆ
る
び
た
る
気

色
な
ど
御
覧
ぜ
ら
れ
ず
、こ
と
の
つ
ま
ご
と
に
は
、物

思
は
し
き
を
思
ひ
入
れ
ず
、う
ち
ま
ぎ
ら
は
す
ほ
ど

と
覚
え
て
、さ
る
べ
き
折
々
の
御
答
へ
は
、さ
や
か
な

ら
ぬ
物
か
ら
、う
ち
か
す
め
て
、詞
多
く
長
々
と
こ

と
続
け
ぬ
や
う
に
、思
ひ
知
り
け
り
と
は
、さ
す
が
に

色
見
ゆ
る
体
に
、何
の
あ
は
れ
を
も
思
ひ
知
り
た
る

色
見
え
で
、あ
は
れ
な
る
べ
き
ふ
し
も
思
ひ
と
ど
め

ず
、「そ
こ
は
か
と
な
き
身
の
ほ
ど
に
て
。」
な
ど
、ほ
の

か
に
ほ
の
め
か
せ
給
ふ
と
も
、言
に
出
で
て
顔
の
色

変
は
り
物
恨
め
し
げ
な
る
色
あ
ら
は
さ
ず
、人
笑

は
れ
に
、本
意
な
き
こ
と
あ
り
と
も
、心
の
う
ち
深
く

し
づ
め
て
、「
数
な
る
ま
じ
き
身
の
、猶
か
く
て
も
交

じ
ら
ふ
こ
そ
、め
や
す
か
ら
め
。」
な
ど
お
ぼ
し
め
し

て
、上
の
女
房
達
な
ど
に
も
、身
の
あ
り
さ
ま
を
か

き
く
づ
し
、本
意
な
う
思
は
ず
な
る
よ
し
、露
ば
か

り
も
仰
せ
ら
れ
候
ふ
べ
か
ら
ず
。

あ
や
ま
り
て
「
本
意
な
き
こ
と
か
な
。」
な
ど
申
し

候
は
ん
人
候
ふ
と
も
、「
何
か
は
。人
々
し
く
、そ
の

数
に
お
ぼ
し
め
さ
る
べ
き
に
も
あ
ら
ず
。し
ひ
て
心

の
み
こ
そ
。」
な
ど
、詞
す
く
な
に
て
わ
た
ら
せ
給
ひ

候
へ
。…
…



・『阿仏の文』がなければ、『源氏物語』の夕顔のはかなく控えめな態
度は、物語の人物造型として、夕顔の独自な個性を表現するもののよ
うに見える。
・女三宮との結婚を光源氏から告げられた後の紫上の態度は、紫上
の気高さやその苦悩の深さに帰せられることが多い。

『阿仏の文』と読み合わせることによって、現実の宮廷社会に生きる
女性たち、ここでは、貴顕の愛人の女房がいつ寵愛を失うかもしれな
いという不安に怯え、あるいは実家などの後見を持たない女性が、夫
が今自分から離れていくかもしれないという怖ろしい苦悩に向き合う時、
その時の現実的な対処として抑制的なふるまいが必要であり、外側か
らだけではなく女性達がそれを内面化しているありようが、…具体的に
浮き彫りになる。

▼田渕句美子「『阿仏の文』から『源氏物語』へ」（盛田帝子氏編『古典の再生』文
学通信、二〇二四年）より



Ⅳ 女主人とその女房たち 緊張をはらむ関係（『源氏物語』）

■
『
源
氏
物
語
』
竹
河
巻

大
君
が
女
房
（中
将
）に
、こ
の
返
歌
を
代
筆
し
て
送
り
な
さ

い
と
指
示
し
た
の
に
、女
房
が
恐
ら
く
意
図
的
に
、大
君
直
筆

の
返
歌
を
そ
の
ま
ま
蔵
人
少
将
に
送
っ
て
し
ま
う
場
面
。

蔵
人
の
君
、例
の
人
に
い
み
じ
き
言
葉
を
尽
く
し
て
、「
今
は

限
り
と
思
ひ
は
べ
る
命
の
、さ
す
が
に
悲
し
き
を
、あ
は
れ
と
思

ふ
、と
ば
か
り
だ
に
一
言
の
た
ま
は
せ
ば
、そ
れ
に
か
け
と
ど
め

ら
れ
て
、し
ば
し
も
な
が
ら
へ
や
せ
ん
」
な
ど
あ
る
を
、持
て
参

り
て
見
れ
ば
、…

…

限
り
と
あ
る
を
、ま
こ
と
に
や
、と
思
し
て
、

や
が
て
こ
の
御
文
の
端
に
、

「
あ
は
れ
て
ふ
常
な
ら
ぬ
世
の
一
言
も
い
か
な
る
人
に
か
く
る

物
ぞ
は

ゆ
ゆ
し
き
方
に
て
な
ん
、ほ
の
か
に
思
ひ
知
り
た
る
」
と
書
き
た

ま
ひ
て
、「
か
う
言
ひ
や
れ
か
し
」
と
の
た
ま
ふ
を
、や
が
て
た
て

ま
つ
れ
た
る
を
、限
り
な
う
め
づ
ら
し
き
に
も
、折
思
し
と
む
る

さ
へ
、い
と
ど
涙
も
と
ど
ま
ら
ず
。…

…

「う
た
て
も
い
ら
へ
を
し
て
け
る
か
な
。書
き
か
へ
で
や
り
つ
ら
む

よ
」
と
苦
し
げ
に
お
ぼ
し
て
、も
の
も
の
た
ま
は
ず
な
り
ぬ
。

▼
大
君
（髭
黒
と
玉
鬘
の
娘
。冷
泉
院
に
入
内
）と
蔵
人

少
将
（夕
霧
の
子
）の
贈
答（

国
文
研
蔵
『
源
氏
物
語
』
画
帖
よ
り
）



■
『源
氏
物
語
』総
角
巻

「
例
の
や
う
に
聞
こ
え
む
」
と
、ま
た
御
消
息
あ
る
に
、心
あ
や

ま
り
し
て
、わ
づ
ら
は
し
く
お
ぼ
ゆ
れ
ば
、と
か
く
聞
こ
え
す
ま

ひ
て
対
面
し
た
ま
は
ず
。…

…

怨
み
わ
び
て
、例
の
人
召
し
て
、よ
ろ
づ
に
の
た
ま
ふ
。世
に
知

ら
ぬ
心
細
さ
の
慰
め
に
は
、こ
の
君
を
の
み
頼
み
き
こ
え
た
る

人
び
と
な
れ
ば
、思
ひ
に
か
な
ひ
た
ま
ひ
て
、世
の
常
の
住
み
か

に
移
ろ
ひ
な
ど
し
た
ま
は
む
を
、い
と
め
で
た
か
る
べ
き
こ
と
に

言
ひ
合
は
せ
て
、「た
だ
入
れ
た
て
ま
つ
ら
む
」
と
、皆
語
ら
ひ
合

は
せ
け
り
。

姫
宮
、そ
の
け
し
き
を
ば
深
く
見
知
り
た
ま
は
ね
ど
、「
か
く

と
り
わ
き
て
人
め
か
し
な
つ
け
た
ま
ふ
め
る
に
、う
ち
と
け
て
、

う
し
ろ
め
た
き
心
も
や
あ
ら
む
、昔
物
語
に
も
、心
も
て
や
は
、

と
あ
る
こ
と
も
か
か
る
こ
と
も
あ
め
る
、う
ち
と
く
ま
じ
き
人
の

心
に
こ
そ
あ
め
れ
」
と
思
ひ
寄
り
た
ま
ひ
て
、…

…

▼
と
も
か
く
薫
を
大
君
の
部
屋
に
入
れ
て
し
ま
お
う
と
女
房

た
ち
が
相
談
す
る
。大
君
は
そ
う
し
た
女
房
た
ち
を
警
戒
。

■
『阿
仏
の
文
』第
二
〇
段

朝
夕
そ
は
せ
給
ひ
候
は
ん
人
に
も
、心
の
際
み
え
て
、「
あ
ら

興
ざ
め
」
な
ど
思
は
る
る
体
の
御
ふ
る
ま
ひ
、あ
る
ま
じ
く
候
ふ
。

中
々
よ
そ
の
人
は
、さ
の
み
入
り
ち
て
の
こ
と
を
、い
か
で
か
知

り
候
は
ん
。身
に
近
く
目
を
も
な
ら
べ
た
る
人
、召
し
使
ふ
物

ど
も
な
ど
の
、見
ま
ゐ
ら
せ
候
は
ん
事
は
、み
な
世
に
散
ら
ん

ず
る
と
お
ぼ
し
め
し
候
へ
。

「う
と
き
が
物
を
も
ら
す
こ
と
の
や
う
に
、こ
れ
は
我
が
う
ち
の

物
な
れ
ば
、よ
も
言
ひ
散
ら
さ
じ
。」
と
て
、を
こ
が
ま
し
き
こ
と

は
出
で
来
候
ふ
な
り
。…

…

▼
侍
女
達
が
見
る
こ
と
は
す
べ
て
世
間
に
知
ら
れ
て
し
ま
う
の

だ
、よ
く
注
意
せ
よ
と
教
訓
。



『阿仏の文』の文学史的価値

・著者・成立年代・宛先・背景が明確

⇒女院女房阿仏尼による鎌倉中期の資料

・娘への教訓の手紙⇒現実的で率直な記述

・阿仏尼は為家との結婚前

⇒一般的な女房の風雅・和歌などへの意識

『源氏物語』など女房文学全般と連関

その内容を相対化するもの 『阿仏の文』広本（田渕蔵）

作品の読みや位置づけを一新させるような可能性



教訓書・女訓書・教育書として

・『阿仏の文』以前には、女房が直接誰かに教訓・説諭する書物
は現存していない

・『源氏物語』の教訓的語りの部分、『紫式部日記』消息部分、
『十訓抄』ほかの説話集、『健御前日記』『とはずがたり』などの
日記その他の諸作品中の教訓的部分、男性による家訓・消息な
どとも内容的に重なるところがある

⇒教訓・教育的テキスト、及びその注釈などは、その時
代の価値観・要請・制約・ジェンダー性などを鏡のように映
し出す

⇒興味深い文化史研究。通史的・縦断的・横断的・学際
的・国際的な研究望まれる



『阿仏の文』から現在へ

・名も無い、姿の見えない、黒衣のような女房たちの姿・
声・意識を、今に伝えてくれる資料

・女房による肉声そのもの。視線を語っている。

内面から、裏側からの叙述。

一種の日記・ドキュメンタリーのようでもある

• 『源氏物語』から『阿仏の文』まで約200年。

『阿仏の文』から現在まで約800年。

⇒繋ぐものとしての『阿仏の文』 国文研蔵『源氏物語』野分巻⇒



眼差し、視線をめぐって
『源氏物語』作者の女房集団は藤原道長・彰子に仕える女房たち。

道長という権力者が後援して成った『源氏物語』は、当初から宮廷の人々を読者に想定。

この物語は、権力者の眼差し、貴族男性たちの眼差しに沿った形で、彼らが渇望する権力・好
色・富・救済などをふまえて、物語を展開し表現しなければならない面があった。

けれどもそこには必然的に作者の女性たちの眼差しが入り込み、混淆。

男が女を見る時の眼差しに潜むものに、作者である現実の女房たちの眼差しが注がれ、それが
物語の言葉、物語の和歌になっていく。

光源氏が若紫や玉鬘を見る時の眼差しに潜在する傲り、欲望、支配感などを、作者の女房た
ちの眼差しが相対化。その落差や矛盾が『源氏物語』の複雑な語りを形成。『源氏物語』の魅
力のひとつ。

▼田渕句美子「『源氏物語』の和歌があらわにする傲り―その眼差しと逸脱が意味するもの
―」（『『源氏物語』創成と記憶―平安から江戸まで―』花鳥社、2024年）



参考文献

『女房文学史論―王朝から中世へ―』田渕句美子著（岩波書店、2019年）

『日韓女性文学論叢』（張龍妹主編、光明日報出版社、北京市、2022年）

『阿仏の文〈乳母の文・庭の訓〉注釈』（青簡舎、2023年）

田渕句美子・米田有里・幾浦裕之・齋藤瑠花著

「『阿仏の文』から『源氏物語』へ」田渕句美子

（盛田帝子編『古典の再生』所収、文学通信、2024年）

「『源氏物語』の和歌があらわにする傲り―その眼差しと逸脱が意味するもの」田渕句美子

（渡邉裕美子・田渕句美子編『『源氏物語』創成と記憶―平安から江戸まで』

所収、花鳥社、2024年）

「女房が語る「家」の物語と歴史―『源氏物語』竹河巻―」田渕句美子

（寺田澄江・田渕句美子・新美哲彦編『源氏物語 フィクションと歴史』所収、

青簡舎、2024年）



参考文献（続き）

『宮廷女流文学読解考 中世編』岩佐美代子著（笠間書院、1999年）

「枡型本『阿仏の文』（広本）解題・翻刻」幾浦裕之

（『早稲田大学大学院教育学研究科紀要別冊』25－1 2017年9月）

⇒田渕蔵本（枡型本）の翻刻を収めている

『阿仏尼』田渕句美子著 （吉川弘文館、人物叢書、2009年）

『十六夜日記白描淡彩絵入写本・阿仏の文』田渕句美子著（勉誠出版、2009年）

⇒国文学研究資料館蔵略本の『阿仏の文』の影印・翻刻を収めている

Christina Laffin Rewriting Medieval Japanese Women: Politics, Personality, and Literary Production 
in the Life of Nun Abutsu (University of Hawai’ i Press,  2013)

Carolina Negri Tra corte, casa e monastero La vita di una donna nel Giappone del Medioevo  
(Universita Ca’ Foscari Venezia,  2021)
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