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ら
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た
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ゆ
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」
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（
略
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第
三
章
身
分
に
よ
る
「
ゆ
ゑ
」

結
び

考
「
よ
し
」

の
性

「
よ
し
」
の
使
い
分
け

序上
古
か
ら
現
代
ま
で
幅
広
く
用
例
の
み
ら
れ
る
名
詞
「
ゆ
ゑ
」
「
よ

し
」
は
、
そ
れ
ぞ
れ
多
様
念
意
味
・
用
法
を
持
つ
が
、
そ
の
中
で
、

平
安
朝
文
学
K
沿
い
て
「
由
緒
あ
る
趣
」
な
ど
と
訳
さ
れ
て
、
趣
の

二
十
九
回
生

緒

方

弘

子

世
界
を
意
味
す
る
用
法
は
、
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
に
共
通
し
て
見
ら

れ
る
も
の
で
あ
る
。
と
の
用
法
の
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
、
平
安
朝

の
美
意
識
と
関
係
す
る
諾
語
と
よ
く
並
立
使
用
さ
れ
て

b
り
、
そ
の

意
味
・
用
法
の
把
握
は
、
中
古
の
文
学
の
よ
り
深
い
理
解
の
た
め
に

必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

ま
た
、
と
の
用
法
の
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
、
同
義
で
あ
る
と
す

る
の
が
通
説
で
あ
り
、
注
釈
書
な
ど
で
も
そ
の
よ
う
K
訳
さ
れ
て
い

る
が
、
は
た
し
て
完
全
な
同
義
語
で
あ
る
だ
ろ
う
か
。
本
稿
で
は
、

事
物
と
人
間
関
係
の
二
つ
の
面
か
ら
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
の
見
ら
れ

る
対
象
を
考
察
し
て
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
の
用
法
を
分
析
し
、
そ
の

意
味
や
性
格
K
つ
い
て
考
え
、
さ
ら

K
両
者
の
違
い
を
明
ら
か

K
し

て
み
た
い
。
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第
一
章

『
ゆ
ゑ
』
と
『
よ
し
』
の
概
観

名
詞
「
ゆ
ゑ
（
故
）
」

K
は
大
別
す
る
と
、

ω原
因
・
理
由
、

ω

理
由
宏
一
示
す
形
式
名
詞
、

Hω
逆
接
を
示
す
形
式
名
詞
、

ωさ
し
さ

わ
り
、
間
縁
故
、
凶
由
緒
あ
る
趣
、
の
用
法
が
あ
り
、
名
詞
「
よ
し



（
由
）
」

K
は
、
①
原
因
・
理
向
、
¢
事
の
趣
旨
を
示
す
形
式
名
詞
、

②
手
段
・
方
法
、
¢
口
実
・
機
会
、
③
よ
り
ど
と
る
、
④
由
緒
あ
る

趣
、
⑤
見
せ
か
け
、
な
ど
の
用
法
が
あ
る
。
本
稿
で
考
察
の
対
象
と

す
る
の
は
、
「
ゆ
ゑ
」
の
川
問
、
「
よ
し
」
の
④
の
、
「
な
も
む
き
」

の
世
界
K
使
わ
れ
る
用
法
で
あ
り
、
調
査
し
た
却
作
品
の
「
ゆ
ゑ
」

「
よ
し
」
計
鵬
の
用
例
中
、

ζ

の
用
法
の
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
ロ

作
品
K
見
ら
れ
、
計
舗
の
用
例
が
あ
る
。

表
1
は
、
用
法
川
聞
と
④
の
使
用
例
の
数
を
、
時
代
を
沿
っ
て
作
品

別

κ記
し
た
も
の
で
あ
る
。
「
趣
」
な
ど
を
意
味
す
る
「
ゆ
ゑ
」
「
よ

し
」
は
ど
ち
ら
も
平
安
中
期
、
『
落
窪
物
語
』
ゐ
た
り
か
ら
そ
の
用

例
が
見
ら
れ
始
め
、
平
安
時
代
K
最
も
多
く
使
わ
れ
た
と
色
が
表
ー

や
グ
ラ

7
2
念
ど
か
ら
わ
か
る
。

「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
名
調
で
あ
る
が
、
単
独
で
使
わ
れ
る
の
は

「
ゆ
ゑ
」
が
叩
例
、
「
よ
し
」
が
3
例
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
が
形
容

詞
・
動
詞
・
名
詞
の
派
生
語
で
あ
る
。
大
別
す
る
と
、

①
あ
り
・
づ
く
・
び
、
が
下
接
し
た
語
形

ゆ
ゑ
あ
り
・
よ
し
あ
り
・
ゆ
ゑ
づ
く
・
よ
し
づ
く
・
ゆ
ゑ
ぶ

②
め
く
・
ば
む
・
だ
つ
が
下
接
し
た
語
形

よ
し
め
く
・
よ
し
ば
む
・
ゆ
ゑ
ば
む
・
ゆ
ゑ
だ
っ

③
ゆ
ゑ
な
か
ら
ず
・
よ
し
な
か
ら
ず

④
ゆ
ゑ
ゆ
ゑ
し
・
よ
し
ょ
し
し

⑤
そ
の
他

ゆ
ゑ
深
し
・
よ
し
深
し
・
よ
し
過
ぐ

な
ど
K
分
け
ら
れ
る
。

i
r
i
i
i
’
1
 

3
5
－
 

第
二
章

用
法
の
考
察
と
比
較

／ 

「
ゆ
ゑ
」
系
の
語
と
「
よ
し
」
系
の
語
を
、
人
間
関
係
に
使
わ
れ

る
か
事
物
関
係

K
使
わ
れ
る
か
に
大
別
し
て
、
使
用
例
数
を
調
べ
た

の
が
表
4
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
内
訳
を
も
う
少
し
詳
し
く
記
し
た
も

の
が
表
5
と
表
ロ
で
あ
る
。

「
ゆ
ゑ
」
系
の
語
と
「
よ
し
」
系
の
語
の
違
い
を
調
べ
る
た
め

K
、

さ
ら
に
そ
の
細
か
い
項
目
別
の
「
ゆ
ゑ
」
と
「
よ
し
」
の
使
わ
れ
方

を
比
較
し
て
み
る
と
、
い
く
つ
か
の
事
が
明
ら
か
に
た
っ
て
く
る
。

事
物
関
係
K
使
わ
れ
る
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
、
新
し
い
物
よ
り

は
古
い
由
緒
の
あ
る
物
K
多
く
見
出
さ
れ
る
、
し
み
じ
み
と
し
た
情

感
の
あ
る
趣
で
あ
る
。
そ
れ
も
と
と
さ
ら
に
酒
落
た
風
情
と
い
う
よ

り
は
、
さ
り
げ
な
く
無
意
識
的
に
あ
ら
わ
れ
る
趣
を
い
う
。
対
象
物

K
よ
る
使
い
分
け
は
あ
ま
り
念
い
が
、
や
は
り
「
ゆ
ゑ
」
と
「
よ
し
」

K
は
若
干
の
性
格
の
違
い
が
見
ら
れ
る
。
ひ
と
つ
は
趣
の
度
合
い

K

つ
い
て
で
、
宮
中
の
催
L
や
儀
式
の
調
度
類
な
ど
K
「
ゆ
ゑ
」
系
の

語
だ
け
が
使
わ
れ
、
「
よ
し
」
系
の
語
は
日
常
的
な
道
具
類
K
使
わ

れ
る
ζ

と
や
、
同
じ
対
象
物
（
建
物
）

K
対
す
る
「
よ
し
」
か
ら
「
ゆ

ゑ
」
へ
の
変
化
な
ど
か
ら
、
「
ゆ
ゑ
」
は
「
よ
し
」
よ
り
も
重
々
し

い
、
あ
る
い
は
深
い
趣
を
意
味
す
る
と
と
が
わ
か
っ
た
。
ま
た
、
も

う
ひ
と
つ
趣
の
質
と
い
う
も
の

K
つ
い
て
、
「
言
葉
」

K
つ
い
て
の

用
例
か
ら
、
「
ゆ
ゑ
」
は
表
面
的
な
趣
で
は
な
く
、
本
質
的
な
趣
を

意
味
す
る
と
と
が
わ
か
る
。

一
方
、
人
間
関
係
に
見
ら
れ
る
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
も
事
物
関
係

K
使
わ
れ
る
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
と
同
様
K
、
一
言
で
言
え
ば
「
由

唱
EEa

噌
目
－
晶



（グラフ 1) 全使用例K対する「趣jの意の「ゆゑJ「よしjの割合
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（表 1) 全使用例K対する「趣jの意味の「ゆゑ」 「よし」の数

作．品名 年代 よし よし④ ゆゑ ゆゑ（4) 区分 よLc ゆゑ（4)

万 葉 集
720 56 85 ～900 

竹取物語 800 8 2 
～ 

古 4- 集
905 10 3 
～ 

伊勢 物語
905 6 2 ～ 935 

土佐日記 935 1 。
落窪物語

950 15 2 4 1 2 1 
～1000 (13劫 (25.0) 

枕 草 子
995 10 4 1 ～1001 

源氏物語
1002 186 89 127 67 B 97 76 
頃～ (46.4 （日.5)

紫式部日記
1002 10 8 10 9 
頃～

和泉式部日記 ，， 3 1 

更級日記 1060 11 1 4 

堤中納言物語 1 1 c 9 6 5 8 7 
後半 (14.0) (21.9) 

とりかへばや
霊童 37 7 22 2 

物語

方 丈 記 1212 1 5 。 2 

宇治拾遺物語
1216 92 20 2 ( 0) (8.0) 
～1221 

平家 物語 鎌初 期倉 81 4 20 1 4 1 

十六夜日記
1279 

3 3 ( 4.7) (4.3) 
頃

徒 然 草
1330 

22 37 1 2 4 ～1331 

増 鏡
1333 53 2 11 3 (2.7) (8.3) ～1376 

雨月物語 1768 2 7 1 
。 1 
( 0) (14.3) 

計 616 112 373 93 
112 ＆~） （路.2)

っ。
唱
E
A



（表2) 作品別・語形別使用例数

ゆ ゆ ゆ ゆ
ゆゑづ づゆゑ

ゆ ゆ ゆ ゆ よ よ

しよしよ 深ししよ

よ よ よ よ よ

史l ゑ ゑ ゑ ゑ e,. ゑ ゑ ゑ し し し し し し し
あ な ゆ 深 だ ば 』Z あ な づ Ii め 過

名
言f

り し ゑ し く く つ む 名 り し く む く ぎ
し 四 下

） し 客

） 
富

落 1 2 3 

枕 1 1 

源 28 8 1 2 2 1 7 2 51 5 7 10 5 8 1 1 1 156 

紫 2 4 3 1 1 1 1 2 2 17 

更 1 1 

堤 1 2 1 1 5 

と 1 1 4 1 2 9 

宇 2 2 

平 1 4 5 

徒 1 1 

増 2 1 1 1 5 

雨 1 1 

計 38 8 17 3 9 2 2 1 1 10 2 62 6 10 1 11 6 12 1 3 206 

（表3) 活用別使用例数

ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ ゆ よ よ よ よ よ よよ よ ゆ よ ゆ よ ゆ
e,. ゑ ゑ ゑ ゑ ゑ ゑ し し し し レレ し ゑ レ ゑ し ゑ

あ づ
ーコ

ゆ 深 な ば 」立 あ づ 深 な ばめ 過 だ ば ゆ 計

り く く ゑ し し む り く し し むく ぐ つ み ゑ
し し し

形 自 事形 形 形 自 i 形 自 形 形 形 自白 i 自 名シ シ 名 名 名
ク四 クク ク 四 ク 四 り ク ク四 四 四

未然 1 7 1 6 15 

連用 11 9 2 2 1 14 11 1 3 7 1 83 

終止 5 5 

連体 25 7 1 1 42 1 3 81 

己然 1 1 

メμ斗μβTl入 1 2 2 5 

10 3 1 2 16 

言十 38 9 2 17 3 8 1 1 62 11 10 1 6 6 12 1 10 3 2 1 2 206 

14-



（表 12) （表5) （表4) 

人間関係の「ゆゑJrよし」 「ゆゑl「よUにみられる「物」 「ゆゑJ「よしJの対象

対象
ゆゑ よし

計
系 系 対 象 物

ゆゑ よし 計
系 系 対象

ゆゑよし
計系 系

人 男 3 9 自
自然 2 。 自然 7 7 14 ． 

人 女 10 23 65 然 庭園の自然 5 7 14 建物類 8 3 11 

柄
そ の他 10 10 

趣
乙 と 1 2 

方 3 2 

垣・簸 1 1 
建

廊物 2 。
類

邸 3 2 

事調度類 8 5 13 

｜衣類 3 3 6 

手紙類 12 8 20 
味 11 

と とろ 。1 寺・僧庵 2 0 11 物｜書物類 3 。3 

その他 2 。
調

道具・調度 7 3 催事 2 。2 

’し、 1 。
心おきて 1 。

度類
鱒物 1 1 

網代車 。 1 13 

飲食物 1 3 4 

言葉 1 。1 

’L' あり Sま 。1 7 衣
装束全体 3 1 その他 2 2 4 

心ばせ 1 2 類 装束の一部 。 2 6 
計 計 47 31 78 

用 意 。1 歌 2 。
人・λJ丙 23 42 65 

拘廿同

n廿－ 姿 3 13 
姿． H廿~ 貌 。3 22 
廿H情

貌 声 。3 

消息（文） 3 。
手

紙 1 。紙
類 筆跡 6 8 20 

趣味 6 5 11 
人

’し、 3 4 7 

・容姿 3 19 22 

暮らしぶり 3 1 

態 ものとし 1 2 

ものいい 4 3 24 

漢詩集 1 。
書
物 歌 集 1 。
類

物 語 1 。3 

間態度 11 13 24 

その他 2 。2 

計
計 48 83 131 

度 ふるまい 2 6 催 宮中の催事 1 。 計 95 114 209 

その他 1 1 

そ¢他 下二段の
2 。ゆゑづく

事 六条院の催事 1 。2 

飲 くだもの 。 3 
食

肴 1 。物 4 

銭』計が206例を数上をまわ
るのはのベ使用 出
したため

計 48 83 131 言葉 1 。
そ 所 。 1 

の 規則 。 1 

他 形式種司「事」 。 2 5 

言十 47 31 78 

／ 

-15-



緒
あ
る
趣
」
を
意
味
す
る
。
気
品
と
教
養
の
感
じ
ら
れ
る
情
趣
を
レ

う
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
「
ゆ
ゑ
」
は
人
聞
を
全
体
的
・
客
観
的
K

と
ら
え
た
時
K
使
わ
れ
、
「
よ
し
」
は
よ
り
部
分
的
・
具
体
的

K
と

ら
え
た
場
合

K
よ
く
使
わ
れ
る
傾
向
を
持
つ
。
容
姿
・
容
貌
と
い
っ

た
表
面
的
念
趣

K
は
ほ
と
ん
ど
「
よ
し
」
が
使
わ
れ
、
対
象
も
「
ま

み
」
「
か
ん
ざ
し
」
「
か
た
は
ら
目
」
と
具
体
的
で
あ
る
。
趣
味
の

方
面
や
態
度

K
沿
い
て
も
、
表
面
的
で
技
巧
的
な
「
風
情
」

K
は
「
よ

し
」
が
、
そ
れ
を
生
み
出
す
本
質
的
な
「
資
性
」
に
は
「
ゆ
ゑ
」
が

使
わ
れ
る
。
よ
っ
て
、
「
よ
し
」
は
後
天
的
な
教
養
と
、
「
ゆ
ゑ
」

は
先
天
的
念
由
緒
・
血
統
と
よ
り
深
く
か
か
わ
る
趣
だ
と
い
え
る
。

そ
し
て
と
の
違
い
が
、
「
ゆ
ゑ
」
で
表
さ
れ
る
趣
と
「
よ
し
」
で
表

さ
れ
る
趣
の
、
深
さ
や
品
性
k
h
vけ
る
差
の
原
因
で
あ
る
と
思
わ
れ

る
。
「
ゆ
ゑ
」
が
「
よ
し
」
よ
り
、
深
さ
や
品
性

K
沿
い
て
一
段
程

度
の
高
い
趣
合
意
味
す
る
と
と
は
、
事
物
の
場
合
と
同
様
で
あ
る
。

ま
た
、
「
よ
し
」
は
、
も
の
慣
れ
た
人
聞
に
見
ら
れ
る
趣
で
、
記

ゑ」

K
は
見
ら
れ
な
い
「
女
性
的
な
な
よ
や
か
さ
」
や
「
好
色
性
」

と
い
う
性
格
を
持
ち
、
「
明
る
さ
」
と
も
協
調
す
る
。

第
三
章

身
分
に
よ
る
「
ゆ
ゑ
」
と
「
よ
し
」
の
使
い
分
甘

第
二
章
で
は
「
ゆ
ゑ
」
と
「
よ
し
」
の
使
わ
れ
方
を
項
目
別
に
比

較
し
て
い
き
、
そ
れ

K
よ
っ
て
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
の
意
味
用
法
と

相
違
を
考
察
し
て
き
た
。
そ
の
結
果
、
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
、
自

然
に
つ
い
て
の

2
例
を
除
け
ば
、
す
べ
て
の
用
例
が
人
間
K
何
ら
か

の
か
か
わ
り
が
あ
り
、
人
間
の
属
性
に
集
約
で
き
る
概
念
で
あ
る
と

と
が
わ
か
っ
た
o

r
 

す
べ
て
の
用
例
を
人
聞
を
基
準
と
し
て
見
た
場
合
、
「
ゆ
ゑ
」
と

「
よ
し
」
の
聞
に
ど
の
よ
う
な
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。

第
二
章
で
の
考
察
に
よ
っ
て
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
は
比
較
的
高
い

身
分
と
い
う
も
の
に
結
び
つ
く
傾
向
が
あ
り
、
特

K
人
間
関
係
に
や

い
て
は
「
ゆ
ゑ
」
が
「
よ
し
」
よ
り
、
よ
り
高
い
身
分
の
人
聞
に
使

わ
れ
る
ら
し
い
と
い
う
ζ

と
が
わ
か
っ
て
い
る
。
と
こ
で
は
「
ゆ
ゑ
」

「
よ
し
」
を
身
分
と
い
う
面
か
ら
計
量
的
K
と
ら
え
、
実
際
K
、
身

分
に
よ
っ
て
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
が
使
い
分
け
さ
れ
て
い
る
の
か
ど

う
か
を
明
ら
か
に
し
て
み
た
い
。

「
ゆ
ゑ
」
系
の
語
と
「
よ
し
」
系
の
語
で
描
写
さ
れ
て
い
る
人
間

で
、
一
般
名
詞
で
は
な
く
、
名
前
（
呼
び
名
も
含
め
る
）
が
わ
か
り
、

身
分
が
わ
か
る
の
は
、
「
ゆ
ゑ
」
系
加
入
、
「
よ
し
」
系
白
人
で
あ

り
事
物
の
描
写
は
そ
れ

κか
か
わ
る
人
間
の
間
接
描
写
で
あ
る
と
い

う
考
え
方
か
ら
、
事
物
K
関
係
す
る
人
閉
ま
で
含
め
る
と
、
「
ゆ
ゑ
」

系
何
人
、
「
よ
し
」
系
卯
人
に
な
る
。
表
問
は
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」

の
使
わ
れ
る
人
物
の
一
覧
表
で
あ
る
。
身
分
を
、
上
流
・
中
流
・
下

流
K
A
Hけ
、
さ
ら

K
上
流
と
中
流
を
そ
れ
ぞ
れ
四
つ
の
段
階
に
分
け

て
、
計
九
つ
の
階
級

K
分
け
て
示
し
て
あ
る
。

人
物
が
ど
の
階
級

K
属
す
る
か
は
、
そ
の
人
物
の
官
位
と
家
柄
に

よ
る
が
、
だ
い
た
い
上
流
は
三
位
以
上
、
中
流
は
六
位
以
上
の
者
と

し
た
。
細
か
い
分
け
方
は
次
の
通
り
で
あ
る
。

①
上
流
の
上
↓
天
皇
・
上
皇
・
東
宮

K
準
じ
る
親
王
・
皇
族
出
身

の
中
宮
・
中
宮
な
よ
び
藤
壷
女
御
腹
の
皇
女

冷
泉
帝
・
後
鳥
羽
上
皇
・
陽
成
院
・
後
深
草
院
・
朱
雀
院
・
藤
壷
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（表18) 身分的K見た「ゆゑJ「よしJ
⑤ 朝顔斎院 1 

対象となる ゆゑ系 よし系
の 玉霊 1 1 人物 人 物 人 物
続!, 

落葉の宮の母更衣 1 冷泉惰 1 

桜の宿の姫君（掛 2 
1 ① 

後鳥羽院（増） 1 

大君 4 陽成院 1 

吉野の姉宮（と）
上

後深草院（増）1 3 1 
④ 

相木
流

朱雀院1 2 
上 の

嘉黒大将 1 藤牽中宮 1 
流 上

右大将（と） 1 秋好中宮 1 2 1 1 
の

宰相中将（と） 1 明石中宮 2 
下

中将（落） 1 匂宮 1 

麗景勘η女街め妹（と 1 冷泉院D女＇－－（｝）宮 1 

源中将（枕） 1 今上帝の女二の宮 1 

桐壷更衣の母 1 源氏 3 1 

北山尼君 1 ② 紫上 3 

末摘花 1 頭中将 1 

横川僧都
上

1 薫 1 

北山僧都 1 1 1 流
落葉の宮 1 

の

⑤ 明石上 4 3 3 中 中宮徳子（平） 1 2 

中
夕顔 1 膿月夜 2 1 

流 浮舟 1 玉量の中の宮 1 

の 中宮女房（紫） 1 大斎院（紫） 1 

上
上の女房 1 落窪の君（落） 1 

小宰相の君 1 1 式部卿宮（増） 1 

赤染衛門（紫） 1 
2 ③ 

宇治の八宮 4 1 1 

源典侍 1 常陸の親王 1 1 
上

兵部卿宮近江の君 2 1 

明石入道
流

盤宮

電流
1 1 . 1 3 3 

の
小野の尼君 2 1 藤原道長（紫） 1 

中
タ霧の 明石の尼君 1 2 2 

中
弁の尼

下
六条御息所4 1 2 1 5 2 
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民
円
長
脅
・
判
官
馬
手
止
皇
・
陵
戚
院
・
後
深
草
院
・
朱
雀
院
・
藤
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（ゆ人ゑ） （ゆ物ゑ） （よ人し） よ（物し） 計

① 6 6 4 1山 17 

＠ 8 6 2 4 20 

③ 3 7 14 .5 29 

④ 4 1 14 2 21 

⑤ 。10 9 ,.7,- 26 

⑥ 7 4 11 4 26 

⑦ 2 2 5 1 10 

＠ 。。4 。4 

＠ 。一 O 5 。5 

計 30 36 68 24 158 

人物のみ 人物＋物

ゆゑ系 よし系 ゆゑ系 よし系

① 6 4 12 5 
(20) (5幻 (18) (5.4) 

② 8 2 14 6 
(26.7) (2.9) (21) (6.5) 

③ 3 14 10 19 
(10) (20.6) (15) (20.7) 

④ 4 14 5 16 
(13) (20.6) (7.6) (17.6) 

⑤ 
。9 10 16 

( 0) (13.2) (15) ( 17.6) 

⑥ 7 11 11 15 
(23.3) ( 16.1) (16.7) (16.3) 

⑦ 
2 5 4 6 

(6.6) (7.4) ( 6) (6.5) 

＠ 
。4 。4 

( 0) (5.9) ( 0) (4.3) 

⑨ 
。 5 。5 

( O) (7.4) ( 0) (5.4) 

＠ 
少納言の君 1 

の 中将のお‘もと 1 

警中将の君 2 
、.＿，，

紫上の女房 2 

侍従 1 

尾張守（紫） 1 
① 播磨守（紫） 1 
中

流 空蝉 1 
の 久貴（増） 1 
中

正秋（増） 1 下

斎宮の女房（更） 1 

侍従の君（落） 1 

典侍の君（落） 1 

大決のなもと（落； 1 

軍事
伊予介 2 

受領 1 

童女 1 

＠ 地方豪族 1 

下 官人 1 

下仕知まるや（落） 1 

流 下仕の女 1 

遊女 1 

計 30 36 68 24 

J
れ

持

す

房
一
入
。
記
。

女

は

す

を

す

の

の

記

主

示

宮
も

0

・
を
ち
を
。

「
す
く
主
持
ヅ
い
れ

し
指
除
り
は
一
な

だ
を
は
作
の
テ
し

た
物
者
、
う
ン
慮

・
人
い
主
違
セ
考

く
る
な
ら
が
一
は

除
あ
ら
持
主
パ
差

は
で
か
‘
り
は
る

詞

類

わ

合

作

内

よ

名
の
の
場
と
コ

K

般
ど
。
分
の
主

y
形

一
な
る
身
物
ち
カ
語

0

0

0

0

0
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中
宮
・
秋
好
中
宮
・
明
石
中
宮
・
匂
宮
・
冷
泉
院
の
女
一
の
宮
・
今

上
帝
の
女
二
の
宮

②
上
流
の
中
↓
皇
子
ま
た
は
皇
統
で
大
臣
に
な
っ
た
者
（
あ
る
い

は
そ
れ

K
準
じ
る
者
）
・
皇
族
で
大
臣
の
北
の
方
・
更
衣
腹
の
皇
女

大
臣
家
出
身
の
后

源
氏
・
紫
上
・
頭
中
将
・
薫
・
落
葉
の
宮
・
中
宮
徳
子
・
麟
月
夜

玉
量
の
娘
の
中
の
君
・
大
斎
院
（
選
子
内
親
王
）
・
落
窪
の
君

③
上
流
の
中
の
下
↓
親
王
・
皇
統
以
外
の
大
臣
・
大
臣
家
出
身
の

東
宮
妃
・
皇
統
以
外
の
大
臣
の
北
の
方
・
更
衣
・
皇
女
K
準
じ
る
姫
宮

式
部
郷
宮
・
宇
治
の
八
の
宮
・
常
陸
の
親
王
・
紫
上
の
父
兵
部
卿

宮
・
鐙
兵
部
卿
宮
・
藤
原
道
長
・
タ
霧
・
六
条
御
息
所
・
朝
顔
斎

院
・
玉
量
・
落
葉
宮
の
母
更
衣

④
上
流
の
下
↓
大
臣
以
外
の
公
卿
（
三
位
以
上
〉
・
公
卿
の
北
の

方
と
子
女
・
親
王
の
子
女

桜
の
宿
の
姫
君
・
大
君
・
吉
野
の
姉
宮
・
柏
木
・
彊
黒
大
将
・
右

大
将
・
宰
相
中
将
・
中
将
・
麗
景
殿
の
女
御
の
妹
・
源
中
将
・
桐

登
更
衣
の
母
・
北
山
の
尼
君
・
末
摘
花

⑤
中
流
の
上
↓
四
位
相
当
の
官
を
持
つ
者
・
大
臣
ク
ラ
ス
の
者
の

正
妻
以
外
の
妻
妾
・
宮
中
な
ど
の
上
薦
女
房

横
川
の
僧
都
・
北
山
の
僧
都
・
明
石
上
・
夕
顔
・
浮
舟
・
・
中
宮
女

房
・
上
の
女
房
・
小
宰
相
の
君
・
赤
染
衛
門
・
源
典
侍
・
近
江
の

君⑥
中
流
の
中
↓
正
五
位
相
当
の
官
会
持
つ
者
で
、
家
柄
の
よ
い
者

そ
の
北
の
方
・
宮
家
や
権
門
家
の
女
一
房
（
小
上
蘭
）

明
石
入
道
・
小
野
の
尼
君
・
明
石
の
尼
君
・
弁
の
尼
・
小
納
言
の

君
・
中
将
の
な
も
と
・
中
将
の
君
（
浮
舟
の
母
）

侍
徒
（
末
摘
花
の
乳
母
子
）

⑦
中
流
の
中
の
下
↓
従
五
位
相
当
の
国
守
階
級
・
公
卿
の
家
の
女

房
（
中
璃
）

、、

尾
張
守
・
播
磨
守
・
空
蝿
・
久
資
・
正
秋
・
斎
宮
の
老
女
房
・
侍

従
の
君
・
典
侍
の
君
・
大
夫
の
な
も
と

⑨
中
流
の
下
↓
六
位
ク
ラ
ス
の
受
領
階
級
・
下
薦
女
房
・
女
童

伊
予
介
・
受
領
・
女
童

⑨
下
流
↓
六
位
未
満
の
宮
を
持
つ
者
・
地
方
豪
族
・
下
仕
・
そ
の

他
地
方
豪
族
・
左
の
衛
府
の
官
人
（
将
監
・
将
曹
）
・
ま
ろ
や
（
下
仕
）

下
仕
の
女
・
遊
女

ζ

の
よ
う

K
人
物
の
身
分
的
分
類
全
し
て
み
る
と
、
表
団
で
わ
か
る

よ
う
に
、
①
②
な
ど
の
高
い
身
分
の
人
物
K
は
「
ゆ
ゑ
」
系
の
語
の

方
が
多
く
使
わ
れ
、
「
よ
し
」
系
の
語
が
使
わ
れ
る
ζ

と
は
少
い
よ

う
で
あ
る
。
ま
た
逆
に
⑦
⑥
⑨
な
ど
の
比
較
的
低
い
身
分
の
人
物
K

使
わ
れ
る
の
は
ほ
と
ん
ど
「
よ
し
」
で
あ
り
、
「
ゆ
ゑ
」
は
あ
ま
り

使
わ
れ
て
い
念
い
。

と
れ
を
わ
か
り
や
す
く
グ
ラ
ア
に
描
い
た
の
が
、
グ
ラ
フ

3
で
あ

る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
身
分
で
の
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
の
使
用
例
数
の
、

全
体
の
使
用
例
数
に
む
け
る
割
合
を
示
し
て
あ
る
ロ
太
い
線
が
「
ゆ

ゑ
」
の
割
合
を
表
し
、
細
い
線
が
「
よ
し
」
の
割
合
を
表
す
。
ま
た
、

実
線
は
人
間
だ
け
を
対
象
と
し
た
場
合
の
値
で
あ
り
、
破
線
は
そ
れ

K
「
物
」
に
つ
い
て
の
使
用
数
も
加
え
た
場
合
の
値
で
あ
る
。

ζ

の

グ
ラ
フ
は
左
へ
い
く
ほ
ど
身
分
が
高
く
な
る
の
だ
が
、
①
②
の
最
高

－
紫
上
の
女
房
・

A
W》

句
E
A



「よし」（グラフ 3）’身分別Kみた「ゆゑ」

一一一一一一ゆゑ（人）

~o 

10 

（%） 

① ⑤ 

級
の
身
分
の
部
分
は
「
ゆ
ゑ
」
が
高
い
割
合
を
占
め
、
さ
ら
に
⑥
⑨

の
最
も
低
い
身
分
に
は
全
く
使
わ
」
い
て
い
念
い
。
そ
れ
K
対
し
て
「
よ

し
」
は
①
②
の
最
高
の
身
分
の
人
聞
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、
⑥
④

⑤
の
上
流
の
下
か
ら
中
流
の
上
あ
た
り
の
人
聞
に
よ
く
使
わ
れ
る
が
、

も
っ
と
低
い
身
分
の
人
聞
に
も
使
わ
れ
る
と
い
う
と
と
が
わ
か
る
。

結
果
と
し
て
、
一
流
・
二
流
と
い
っ
た
、
は
っ
き
り
し
た
区
別
は

見
ら
れ
な
い
が
、
「
ゆ
ゑ
」
は
最
高
級
の
人
物
に
使
わ
れ
る
と
と
が

多
く
、
下
流
の
人
間
K
は
全
く
使
わ
れ
ず
、
対
し
て
「
よ
し
」
は
最

高
級
の
人
物
に
は
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
、
中
流
の
人
間
K
使
わ
れ
る
と

と
が
多
い
が
、
下
流
の
人
聞
に
も
使
わ
れ
る
と
と
か
ら
、
や
は
り
「
が

ゑ
」
と
「
よ
し
」
の
間
K
は
、
身
分

K
よ
る
、
使
わ
れ
方
の
差
異
が

あ
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
「
ゆ
ゑ
」
は
「
よ
し
」
よ
り
、
よ
り

高
い
身
分
の
人
閣
の
「
由
緒
」
を
意
味
し
、
そ
の
人
閣
の
「
趣
」
あ

る
い
は
そ
の
人
聞
に
か
か
わ
る
事
物
の
持
つ
「
由
緒
」
と
「
趣
」
を

意
味
す
る
の
で
あ
る
。

「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」

K
、
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
が
生
じ
る
の
は
、

や
は
り
両
者
の
性
格
と
、
価
値
的
な
差
異
が
原
因
だ
と
思
わ
れ
る
。

第
二
章
で
の
考
察
に
よ
っ
て
「
ゆ
ゑ
」
が
本
質
的
危
趣
で
「
よ
し
」

が
表
面
的
念
趣
で
あ
り
、
前
者
は
先
天
的
な
血
筋
・
由
緒
が
、
後
者

は
後
天
的
念
教
養
が
よ
り
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
と
い
う
結
果
が
得

ら
れ
た
。
い
わ
ば
「
ゆ
ゑ
」
は
、
高
貴
な
品
性
が
自
然
K
表
わ
れ
た

趣
で
あ
り
、
「
よ
し
」
は
、
洗
練
さ
れ
、
も
の
慣
れ
た
、
教
養
の
身

に
つ
い
て
い
る
態
度
か
ら
感
じ
ら
れ
る
趣
と
い
え
よ
う
。
「
ゆ
ゑ
」

が
最
も
身
分
の
高
い
人
間
K
用
例
が
多
く
、
「
よ
し
」
が
程
度
の
差

は
あ
る
が
す
べ
て
の
階
級
の
人
間
K
使
わ
れ
て
い
る
の
は
、
と
う
い
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う
「
ゆ
ゑ
」

あ
る
。

「
よ
し
」
の
性
格
の
違
い
の
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
の
で

結
び「

ゆ
ゑ
」
と
「
よ
し
」
は
、
共

K
「
し
み
じ
み
と
し
た
情
趣
」
を

意
味
す
る
点
で
一
致
す
る
ロ
そ
の
趣
と
は
、
由
緒
と
強
く
結
び
つ
き
、

「心
K
く
し
」
や
「
な
ま
め
か
し
」
と
深
い
関
連
性
を
持
つ
概
念
で
、

平
安
朝
の
美
的
理
想
の
一
面
を
表
す
も
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
～
第
二
章
で
の
項
目
別
考
察
に
よ
っ
て
、
「
ゆ
ゑ
」
と
「
よ

し
」
の
使
わ
れ
方

K
は
か
念
り
差
が
あ
る
と
と
が
わ
か
っ
た
。
「
ゆ

ゑ
L

は
、
事
物
で
は
書
物
や
儀
式
K
、
人
物
関
係
で
は
「
も
て
在
し
」

や
「
ふ
る
ま
い
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
対
象
K
使
わ
れ
る
ζ

と
が
多

く
、
重
々
し
く
深
い
趣
を
意
味
す
る
傾
向
が
あ
り
、
「
よ
し
」
は
人

物
に
つ
い
て
の
具
体
的
表
現
K
用
い
ら
れ
る
ζ

と
が
多
い
。

ζ

の
よ
う
な
「
ゆ
ゑ
」
と
「
よ
し
」
の
用
法
に
見
ら
れ
る
相
違
は
、

そ
の
性
格
の
違
い

K
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
「
ゆ
ゑ
」
は
対
象
を

全
体
的
・
客
観
的

K
と
ら
え
た
時
K
見
出
さ
れ
る
本
質
的
・
抽
象
的

な
趣
を
意
味
す
る
。
そ
れ

K
対
し
て
「
よ
し
」
は
、
対
象
を
部
分
的

・
具
体
的
に
と
ら
え
た
場
合
に
感
じ
ら
れ
る
、
よ
り
表
面
的
で
技
巧

的
な
趣
で
あ
る
。

両
者
の
関
係
は
、
本
質
的
な
「
資
性
」
と
、
そ
れ
が
形

K
表
わ
れ

た
「
風
情
」
と
い
う
と
と
が
で
き
よ
う
。
そ
の
た
め
、
「
ゆ
ゑ
」
は

先
天
的
な
由
緒
・
家
、
柄
と
）
「
よ
し
」
は
後
天
的
な
教
養
と
、
よ
り

深
く
関
係
し
、
身
分
的
に
も
、
「
ゆ
ゑ
」
は
よ
り
高
貴
友
人
物
K
、

L
V
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d
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d
y
h

「，
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V

円以
w
h
r
車
略
行
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A
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H
Hド
L
M
V
A
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・4
4
4
4

・
’h

w
J
η

〆
U
L
U
1

、〈

6

・
1
v

「
よ
し
」
は
「
ゆ
ゑ
」
よ
り
低
い
身
分
の
人
物
ま
で
使
わ
れ
る
の
で

あ
る
。こ

の
よ
う
な
「
ゆ
ゑ
」
「
よ
し
」
の
性
格
の
違
い
に
よ
っ
て
、
認

ゑ
」
で
表
さ
れ
る
趣
と
、
「
よ
し
」
で
表
さ
れ
る
趣
は
、
そ
の
深
さ

や
品
性
の
程
度
K
差
が
生
じ
る
。
「
ゆ
ゑ
」
は
「
よ
し
」
よ
り
つ
段

価
値
的
K
優
れ
た
趣
だ
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
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