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『

竹
取
物
語
』

登
場
人
物
「

性
格
論
」

第
二

稿

ー
帝
・

か

ぐ
や
姫
・

翁

を

中
心

に　

　

　
　
　
　

　
ヰ

井

上

英

明

　
か

ぐ

や

姫

の

性
格
の

内

容

に

つ

い

て
、

こ

の

物
語
の

語

り

手

は、

カ

タ

ス

ト

ロ

フ

・

寸

前
ま

で

直

写

を

避
け

て

い

る
・

稿
者
は

す

で

に

本
紀
要

畿
の

匙
で

述
べ

た

よ

う

に、

以

下、

帝
や

か

ぐ

や

姫
や

翁
の

「

性
格
」

を
、

あ

え

て

原
文
に

素
直
に

語

ら

せ

て

み

た
い

。

　
こ

の

物
語
の

初
め

に

お

い

て

は、

か

ぐ

や

姫
の

「

か

た

ち
の

け

そ

う

な

る

こ

と
一

（

美
貌）

ば

か

り

が

強

調

さ

れ
、

そ
れ

が

「

世

界

の

を

の

こ
、

あ

て

な

る

も

い

や

し

き

も
」

か

ら、
「

色
好
と

い

は

る

」

か

ぎ

り

五

人
L

の

貴
公

子
の

求
婚

譚
を

引

き

お

こ

す
た

め

の

直
接
原
因
と

な

る

プ

ロ

ッ

ト

を、

一

層

効
果
あ

ら

し

め

て

い

る

こ

と

は

言
う

ま

で

も

な

い
。

こ

の

五

人
の

男
た

ち
の

演
じ

る

五

つ

の

話

柄
は
、

か

つ

て

柳
田

　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　
　
　

　

　
　（
2）

国
男
の

言
う、

流
動
可

変
の

い

わ

ば

説
話
の

「

自
由
区

域
」

で

あ
っ

た

の

か

も

し

れ

な
い

が、

こ

の

物
語

を

緊
密
な

プ

ロ

ッ

ト

を

も
つ
、

一

回

的
に

成
っ

た

物
語
文

学
作

品
と

し

て

み

る

か

ぎ

り、

改

変
自
山

な

箇
所
な

ど

と
い

っ

て、

た

だ

ち

に

柳
田

説
に

賛
同

す

る

わ

け

に

は

い

か

な

い
。

こ

の

五

つ

の

話

柄
は

後
の

物
語
（

『

大

和
物
語
』

な

ど

の

歌
物
語

を

含
め

て
）

、

特
に

『

源

氏
物
語
』

の

巻
序
に

み

ら

れ

る

よ

う
に
、

す
で

に

竪
．

横
の

並

び

を

先

取

り

し、

全

体
と

し

て

実
に

整
然
た

る

葛
藤
式

の

複
式

構
想
に

よ

っ

て

書
か

れ

て

い

る

の

が
、

そ

の

主

な

理

由

の
一

つ

だ
か

ら

で

あ

る
。

　
こ

の

物
語
の

段

序
の

分

け

方
は、

田

中
大
秀
の

撰
に

か

か

る

『

竹
取
翁
物
語

解
』

（

巻

首
文
政
九

年、
一
八

ニ

パ 、

十
一

月
）

五

巻
の

仕
立

て

が、

こ

れ

を

読
み

進

む
読

者

に

ス

リ

ル

と

サ

ス

ペ

ン

ス

を

与
え

る

意
味
で、

す

ぐ

れ

て

い

る

の

で
、

以

来、

こ

れ

に

従
う

テ

ク

ス

ト

が

多
い
。

す
な

わ

ち、

巻
首
の

「

物
語

ぶ

み

を

よ

む

意
ば
へ

」

・

「

書
の

名
」
．

「

つ

く

れ

る

時
代
」

ニー
作
ぬ

し
L
・
「

據
り

ど

こ

ろ
」

さ

ら

に

「

附
録
」

と

し

て

近
時

、

堀
内

秀
晃
氏
「

岩
波

版
新
日

本
古

典
文
学
大

系
『

竹
取

物
語
』

」

に

再

録
さ

れ

た

よ

う
に、
「

竹
ノ

中
に

人
を

得
た

る
」

・
「

物

の

変
化
し

て

人

に

な

れ

る
」

・
「

妻
あ

ら

そ

ひ
一

二

佛
の

御
石

鉢
」

・
「

龍
の

首
の

珠
」

・
コ

南
海
L

・
「

男
せ

ざ

り

し

人
」

．
「

月

の

み

や

こ

」

二

天
の

羽
衣
L
・
「
天

に

升
れ

る
」

・
「

今
昔
物
語
に

載
せ

た

る

此
物
語
井

諸
書
の

異

説
」

・
「

不

老
の

薬
」

と
い

っ

た

項

目

は
、

説
話
の

類
型
学
・

神
話
学

、

さ

ら

に

は

地
理

学
・

天

文

学
・

医
学
等
と

、

学
際
的

領
域
を

拓
く

予

感
に

み

ち

て

い

る
。

そ
の

出
典
・

書
承

関
係
を

中
心

と

す
る

文

献
学
は、

天

竺
・

唐
上

の

故
事、

本
朝
に

お

け

る

先
行

作
品
の

博
捜
に

よ

っ

て、

契
冲
の

『

河
社
』

を

は

る

か

に

凌
ぎ、

現

代
欧
米
神
話
学
・

説
話

学
の

成
果
た

る

タ

イ

プ
・

イ

ン

デ

ッ

ク

ス
、

モ

チ

ー

フ

・

イ

ン

デ

ッ

ク

ス

の

先

蹤
と

し

て、

国
際

的
な

学

説
史
の

評
価
に

値
い

す

る

も

の

で

あ

る

と

言
っ

て

よ

い
。

　
こ

の

物
語
を

右
の

よ

う
に

、

大

秀
の

研
究
の

方
向

を

押
し

す
す
め

る

と

な

る

と
、

作
者
の

仏
典
・

漢
籍
・

『

記
』

・
『

紀
』

・
『

万

葉
集
』

・
『

風
土

記
』

そ

の

他
に

わ

た

る

博
識
と、

そ
こ

か

ら

必

然
的
に

予

想
さ

れ

る

作
品
の

底
の

深
さ

を

思

い

知
ら

さ

れ、

い

き

お

い
、

こ

の

作
品

の

登

場
人

物
に

対
す
る

、

占
撲
な

が

ら

近

代
的
・

写

実
的
な

性
格
描
写
を

見

逃
し

て

し

ま

う
こ

と

に

な

る
。

　
か

さ

ね

て

旧

稿
で

指
摘
し

た

よ

う

に、

五

人
の

貴
公
子
の

キ

ャ

ラ

ク

タ

ー

の

描

写

『

竹

取

物
語」
登

場
人
物
「

牲
格
論
」

第
二

稿

井
上

英

明

＊

言
語
文
化
学
科

　
教
授

　
H
本

占

典
文
学
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明

星

大

学
研

究
紀
要
【

日

本
文
化
学
部
・
言
語
文

化

学
科
】

第
十
二

弓

　
二

〇
〇
四

年

は、

細
密
描
写

と

は

対
極
に

あ

り、

行
間
を

読
む
こ

と

に

よ
っ

て

見

事
で

あ

る
。

男

た

ち
の

最
後
に

登

場

す
る

の

は、
　一

天

万

乗
の

帝
王

で

あ
っ

た
。

し

か

し、

こ

れ

を

目

し

て

皇
権
の

衰
退

し

た

時
代
化
粧
だ

と

す
る

説
明
も

あ

る

が、

い

か

に

も

説
得
力

が

弱
い

。

帝
王

が

恋
愛
に

お

い

て

敗
者
と

な

り、

后
が

ね、

伊
勢
斎
宮
を

あ

や

ま
つ

『

伊
勢
物
語
』

の

「

昔
男
」

か

ら

『

源
氏
物
語
』

の

ス

ー

パ

ー

・

ス

タ

i

光

源
氏
へ

の

道
の

り

は、

情
念
の

ひ

と
し

お

の

乱

れ、

美
的
虚
無
を

は

ら

ん

だ

日

本
人

特
有
の

み

や

び

を

主

軸
と

す

る、

王

朝
物
語

文

学
の

自
律
性、

自
己

運
動
と

み

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

で

は

な

か

ろ

う
か
。

　
『

竹

取

物
語
』

の

帝
も

ま

た、

か

ぐ

や

姫
に

対
し

て

振
ら

れ

役
を

演

じ

た

こ

と

自

体
、

脱
聖
化
の
一

つ

で

あ

り、

男

女

の

恋

の

伝
続
の

中
に

あ

る

が、

さ

ら

に

帝
を

現

身
の

「

を

と

こ
」

と

し

て

描
い

た

と

こ

ろ

に
、

こ

の

物
語

の

作
者
の

宮
廷

官
人

な

ど

に

は

到
底
な

し

え

な

い
、

旧

辞
文

芸
を

克
服
し

た

前
衛
性
が

あ

る

と

ま

で

言
っ

て

よ

へ

　
　
き

　

　
　

　へ
　

　

む

、

カ

と

眉

う

　

作
中、

帝
が

内
侍
中

臣
房
子

に

命
じ

た

「

多
く
の

人

の

身
を

い

た

づ

ら

に

な

し

て

婚
は

ざ

る

か

ぐ

や

姫
は、

い

か

ば

か

り

の

女

ぞ、

と、

ま

か

り
て
、

見
て

ま
い

れ
」

と

い

う
こ

と

ば

は
、

か

ぐ

や

姫
へ

の

「

妻
争
い
」

の

枠
組
で、

先

き

の

「

色
好
み

と

い

は

る

」

五

人
」

の

男
た

ち

と

は、

そ

の

劣
情
に

お

い

て

変
わ

る

と

こ

ろ

は

な

い

に

し

て

も
、

姫

か

ら

難
題
を

課
せ

ら

れ

る

愚

弄
の

対
象
で

は

な
い
。

勅
使、

内
侍
中
臣

の

ふ

さ

子

と

か

ぐ

や

姫
の

対
話
は、

か

ぐ

や

姫
の

命
名
者
が
［、
斎
部
の

秋
田
」

で

斎

部
氏、
「
中
臣
房
子
」

の

中
臣
氏
が

藤
原
氏

で

あ

る

こ

と

に

よ
っ

て
、

両
者
の

氏

族

と

し

て

の

対
立

は

明
ら

か

で

あ

る
。

し

か

も、

か

ぐ

や

姫
は

大

秀
の

『

解
』

以
来
の

指
摘
の

ご

と

く、
『

古

事
記
』

垂
仁
天

皇
条
に

み

え

る

大

筒
木
垂
根
王
の

女

「

迦
旦
ハ

夜
売
命
」

に

由
来
し、

こ

の

カ

ク

ヤ

ヒ

メ

の

叔
父

が

「

讃
岐
垂

王
」

で

あ

る
。

竹
取

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　

　
へ
　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　

　
　

　
　

　も

の

翁
の

姓
「

さ

る

き

の

み

や

つ

こ

ま

ろ
」

の

「

さ

る

き
」

が

「

さ

ぬ

き
」

の

音

転
で

あ

る

と

す

れ

ば
、

『

延
喜
式
』

大

和
国
広
瀬
郡
の

讃
岐
神
社

と

同

郡
の

散
吉
郷

と

同

34

根
と

み

て
、

竹
取
の

翁
を

大

和
国

広
瀬
郡
に

住
む

讃
岐
氏
の

一

族
と

見
立

て

る

論
考

も

民

俗
学
者
に

あ

る
。

そ

う
す
る

と、

竹
取
の

翁、

か

ぐ

や

姫
親
子

は

大

和
旧

族
の

グ
ル

ー

プ

で、

斎
部
氏
も

新
興
の

藤
原
氏
の

前
に

衰
微
す
る

旧

氏
族
で

あ

る
。

こ

う

し

た

旧

勢
力

と

藤
原
氏

の

先
祖
中
臣
氏
の

ふ

さ

子

と
の

対
立

関
係
に

お

い

て
、

ふ

さ

子

を

勅
使
と

し

て

送
っ

た

帝
側
の

不

首
尾
は

、

は

じ

め

か

ら

予
想
さ

れ

て

い

た

と

い

う

考
え

方
も

成

り

立

つ
。

し
か

し
、

こ

う

し

た

姓
氏

か

ら

の

連

想
で、

こ

の

物
語
の

登

場

人

物
の

性
格
を

解
く
の

は、

こ

れ

ま

た

説
得

力

に

欠

け

る
。

斎
部
氏
か

ら
の

連

想
で
、

広
成
の

『

古
語
拾
遺
』

（

献

飼

仁
）

の

延

長
上

に

『

竹
取
物
語
』

を

置
く

に

は、

こ

の

物
語
の

登
場
人

物
は

帝
に

し

て

も
、

翁
に

し

て

も、

か

ぐ

や

姫
に

し

て

も、

あ

　

　
　

　
も　
　　
ヘ
　　　モ

ま

り

に

も

人

間
的

で

あ

る
。

民

俗
学
の

集
団
芸
術
的
シ

ャ

ー

マ

ニ

ズ

ム

は

こ

う

し

た

人
物
の

深

層
に
、

あ

る

種
の

下
意
識
的
な

ひ

ろ

が

り

を

予

想
さ

せ

る

か

も

し

れ

な

い

が
、

こ

う

し

た

登

場
人

物
た

ち
は、

テ

キ

ス

ト

の

中
で

十
分

に

近

代
的
性
格
描
写
に

堪
え

う

る

ほ

ど

自
在
で

あ

る
。

　

さ

て、

勅
使

中
臣

の

ふ

さ

子
は

帝
の

命
を

承

け、

か

ぐ

や

姫
の

邸
に

入

る
。

ふ

さ

　

　
　

　
　

　

　

　

　

　

　
　

　
　

　

　

　

　
　

　
　
　
を

う
なり

子
の

取
り

継
ぎ

役
は、

こ

の

物
語

で

殆
ん

ど

出
て

来
な

い

嫗
の

方
で

あ

る
。

し

か

も
、

こ

の

あ

た

り

の

や

り
と

り

は

つ

ぎ

の

よ

う
で

あ

る
。

か

ぐ

や

姫
に
、

　
「

は

や、

か

の

御
使
に

対
面

し

給
へ

」

と

言
へ

ば、

　
「

よ

き

か

た

ち

に

も

あ

ら

ず．

い

か

で

か

見

ゆ
べ

き
」

と

言
へ

ば、

　
「

う

た

て

も

の

給
ふ

か

な
。

御
門
の

御
使
を

ぱ、

い

か

で

か

お

ろ

か

に

せ

む
」

と、
言
へ

ば、

か

ぐ
や

姫

の

答
ふ

る

や

う、

　
「

御
門
の

召

し

て

の

た

ま

は

ん

事、

か

し
こ

し

と

も

思
は

ず
」
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内
臣
房
子

は

律
令
制
国
家
制
度
に

あ
っ

て
、

天
皇
に

近
侍
す

る

内
侍
司
の

三

等
官

で

あ

る
。

こ

の

勅
使
に

対
し

て、

か

ぐ

や

姫
の

返
答

は

完
全

拒
否

で

あ

り、

后
妃
と

し

て

入

内
の

拒
絶

で

あ

る
。

宮
廷
祭
祀
を

め

ぐ
っ

て、

藤
原

氏

と

斎

部
氏

の

対
立

な

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　モ
　
　
　　　　　
　
　
　
　
　　　　　
　
　
　
　　
へ

ど

の

次．
兀

を

超
え

て
、

帝
を

俗、

お

の

れ

を

聖

と

す

る

二

元

論
の

対
立

で

あ

る
。

さ

ら

に、

こ

の

よ

う
な

俗
な

る

も

の

の

最
高
位
た

る

「

国
王
の

仰
ご

と

を、

ま

さ

に

世

に

住
み

給
は

ん

人

の
、

う
け

た

ま

は

り

給
は

で

有
な

む

や。

い

は

れ

ぬ

事
な

し

給
ひ

そ
」

と、

勅
命
を

迫
る

内
侍
に

対
し

て
、

か

ぐ

や

姫
は
、

「

国

王

の

仰
せ

ご

と

を

背

か

ば、

は

や

殺
し

給
ひ

て

よ

か
」

と、

死

を

も

っ

て

の

抵
抗
で

あ

る
。

帝
は
一

時、

思

い

諦
め

る

が、

あ

と

は

世

俗
の

他
の

男

た

ち
の

妊
恋
と

何
ら

か

わ

る

と

こ

ろ
の

な

い

戦
略
で、

か

ぐ

や

姫
を

得
よ

う
と

す

る
。

か

ぐ

や

姫

に

対
し

て、
「

こ

の

女

の

た

ば

か

り

に

や

負
け

む
」

と

思
っ

て、

今
度
は

く

ど

き

の

仲
介
の

標
的
を

父
親
の

翁
に

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

か

う
ぷ

り

む

け

る
。

娘
を

く

れ

る

な

ら、

翁
に

「

爵
」

を、

す

な

わ

ち
五

位
に

叙
爵
し

て

殿

上

人

に

と

り

た

て

る、

と
い

う
の

で

あ

る
。

竹
取
り
の

な

り

わ
い

の

翁
に

し

て

は、

望
む
べ

く

も

な

い

夢
の

又

夢
で

あ

る
。

翁
が
「、
官
爵
」

と

娘
の

「

御
命
の

あ

や

う

さ
」

を

避
け
る

と
い

っ

た
二

者
択
一

に

迫

ら

れ、

猶、

後
者
を

も
っ

て

か

さ

ね

て

帝

に

哀
訴
す

る

姿
は

や

は

り、

世

の

常
の

親
心

と

す
こ

し

も

変
ら

な
い

。

帝
の

心

理

も

逃

げ

ら
れ

れ

ば

追
い

た

く

な

る、

こ

れ

ま

た

世
の

常
の

男
た

ち

と

何
ら

変
わ

る

と

こ

ろ

が

な
い

。

そ
こ

で、

帝
は

か

ぐ

や

姫
に

み

ず
か

ら

逢
っ

て、

求
婚

し

よ

う

と

す

る
。

　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
おソ

「

御
狩
の

御
幸
」

の

段

で

あ

る
。

文
脈
に

沿
っ

て

読
む

と、

帝
が

「

猶
い

て

お

は

し

ま

さ

な

ん
」

と

御
輿
を

寄
せ

る

の

だ

が、

か

ぐ

や

姫
は

「

き

と

影
に

な

り

ぬ
」

と、

姿
を

消
し

て

し

ま

う
。

帝
は

姫
を

「

変
化
の

も

の
」 、

異
界
の

者
と

せ

ず、

あ

く

ま

で

も

現
身
の

女

性
と

し

て

「

げ

に、

た

虜

人
に

は

あ

ら

ざ

り

け

り
」

と

思

い、
「

さ

　

　

　

　

　
　

　

　ロ
ゐぼ

ら

ば
、

御
と

も

に

は
い

て

行
か

じ。

も

と

の

御
か

た

ち

と

な

り

給
ひ

ね
。

そ

れ

を

見

て

だ

に

帰
り

な

む
」

と、

い

っ

て
、

帝
の

権
威
を

も
つ

て

し

て

も、

い

か

ん

と

も

し

『

竹
取
物
語
」

登

場
人
物
「、
性
格

論」

第一
．

稿

井
L
英
明

が

た

い

こ

と
を

悟
ら

ざ

る

を

え

な

い
。

せ

め
て

姫
の

姿
だ

け

で

も

見

せ

て

く

れ

た

翁

を、
「

よ

ろ
こ

び

給
」

う

の

で

あ

る
。

つ

ま

り、

翁
に

官

位

と

禄
を

賜
わ

る

と

い

う

こ

と

に

な

る。

姫
と
の

別
れ

ぎ

わ

に

詠
ん

だ

「

帰
る

さ

の

行
幸
物
う
く

お

も

ほ

え

て

　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
ハ
ゑロ

そ

む

き

て

と

ま

る

か

ぐ

や

姫

ゆ
へ

」

の

御
製
に

は
、

帝
が

姫

を

残
し

て

後
髪
を

ぴ

か

れ

る

思
い

の

中

に、

勅
命
に

背
い

て

と

ど

ま

る

姫
へ

の、

か

す

か

な

怨
情
が

ひ

び

き

あ
っ

て

い

る
。

か

ぐ

や

姫
も

先
き
の

五

入
の

貴
公

子
へ

の

返

歌
と

は、

趣

き

が

が

ら

り

と

変
わ
っ

て、
「

葎
は

ふ

下

に

も

年
は

経
ぬ

る

身
の

何
か

は

玉

の

台
を

も

見
む
」

と

応
え、

現

世
の

男
た

ち
へ

の

拒
絶
を

貫

く

に

し

て

も、

こ

れ

は

す
で

に

帝
の

心

情

に

感
情
移
入

し

た

生

身
の

女

の

歌
で

あ

る
。

宮
廷

に

帰
9

て、

な

お

姫
へ

の

恋

情
を

絶
つ

こ

と

の

で

き

な

い

帝
の

明
け

暮
れ

の

描
写

は、

す

で

に、

こ

れ

乂

大

秀
の

『

解
』

が

指
摘
し

た

よ

う
に
、

師
の

宣
長
の

「

も

の

の

あ

は

れ
」

論
を

そ

の

ま

ま

受

け

継
い

だ

も

の

で

あ

る

と

言
っ

て

よ

い
。

す

な

わ

ち、

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
ほ
た

ま

ふ　

か

ぐ

や

姫
の

み

御
心

に

か

」

り

て、

た

ご

独

り

住
み

し

給。

よ

し

な

し

御
方

ら
が

たリ
ノ

＼
に

も

渡
り

給
は

ず、

か

ぐ

や

姫
の

御
も

と

に

ぞ、

御
文
を

書
き

て

通

は

ハ
た

ま

ふり

せ

給。

御
返

り、

さ

す
が

に

憎
か

ら

ず、

聞
こ

え

か

は

し

給
て

、

お

も

し

ろ

く、

木
草

に

つ

け

て

も

御
歌
よ

み

て

遣
は

す。

　

恋
す

る

女
を

喪
っ

た

後
の

帝
の

心

境
は
、

何
と

な

く

鐘
愛
の

紫
の

上

卒
後
の

光

源

氏
の

「

絶
て

御
方
々

に

も

渡
り

給
は

ず
…

…

御
独
寝
に

な

り

て
」

（

『

源
氏

物
語
』

「

幻
」

）

に

通
う

も

の

で

あ

り、

さ

ら

に

は

『

源
氏
物
語
』

の

巻
頭
で、

更

衣

を

喪
っ

た

桐
壷

帝
の

悲

愴
の

雰
囲

気
を

先

き

取
り

す
る

も
の

が

あ

る
。

そ
こ

に

は

か

つ

て

の

恋
の

狂

態
を

演
じ

て、

か

ぐ

や

姫
の

愚
弄
の

対
象
と

な
っ

た、

あ
の

五

人

の

貴
公

子

の

醜
態

は
、

す
っ

か

り

消
え

て

な

く

な

り、

物
語

は

こ

の

六

人

冖

の

求
婚
者
の

帝
の

登
場

に

至
ワ

て

は

じ

め

て
、

こ

の

月

女
は

女
性
と

し

て

の

本
能
に

円

醒

め、

そ

の

神35

N 工工
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明
星

大

学

研
究
紀

要
【

日

本
文
化
学
部
・
言

語

文
化
学

科
】

第

十
二

号

　
二

〇
〇
四

年

聖

が、

は

げ
し

く

揺
さ

ぶ

ら

れ

る

こ

と

に

な

る
。

か

つ

て

の

石

上

麻

呂
へ

の

返

歌
は

単
純
に

お

人
好
し

の

男
に

対
す

る

憐
愍

に

過

ぎ

な

か
っ

た
。

他
の

四

人
は

頭
か

ら

相

手
に

さ

れ

て

い

な

い
。

　

か

く

し

て、

帝
と

か

ぐ

や

姫

の

交
惰
に

お

い

て、
「

も

の

の

あ

は

れ
」

と

い

う

純

粋
感
情
は

、

初
め

て

人
格
化

さ

れ

る
。

も

し、

そ

れ

が

作
中
人
物
の

「

性
格
描
写
」

の

文
学
的
価
値
だ

と

す
る

な

ら

ば、

そ

し

て

さ

ら

に
、

『

竹
取

物
語
』

が

「

物
語
の

出
で

来
は

じ

め
の

祖
」

と

し

て

の

条
件
の

キ

ー

・

ワ

ー

ド

だ

と

す
る

な

ら、

こ

の

物

語
の

説
話
的
古
撲
な

語
り

口

と
、

初
め

と

終
局
の

超
現

実
的
な

筋
立

の

外
面

に

読
者

は

欺
か

れ

て

は

な

ら

な
い

だ

ろ

う
。

　

稿
者
は
こ

の

エ

ッ

セ

イ

の

冒
頭
に
、

か

ぐ

や

姫
の

性
格
描
写
が

物
語
の

カ

タ

ス

ト

ロ

フ

ィ

に

至
る

ま

で

隠
さ

れ

て

い

る

と

い

っ

た

が
、

か

ぐ

や

姫
は

竹
取
の

翁
夫
婦
が

そ

の

貧
し

い

な

り

わ
い

の

晩
年
に

、

初
め

て

竹
の

中
に

得
た

女

子
で、

そ

れ

は

黄
金

そ

の

も

の

で

は

な

く、

翁
の

竹
林
に

お

け

る

継
続
的
な

労
働
に

よ

ワ

て
、

黄
金
を

も

た

ら

す
異

界
か

ら

の

女

子

で

あ
っ

た
。

翁
の

台
詞
に、
「

我
子
の

仏、

変
化
の

人
」

と

あ

る

よ

う
に

、

こ

の

女
子

は

長

ず
る

に

及

ん

で、

か

つ

て

稿
者
が

推
定
し

た

十
五

歳

脇・
妻
争
い

の

始
ま

る

頃
に

は・

そ

の

年
齢
に

ふ

さ

わ

し
い

一

般
の

女
子
の

も

つ

感
傷
的、

浪
漫

的
な

、

夢
と

現
実
を

混
同
す
る

性
格
と

は

裏
腹
に

、

理

知
と

傲
岸

を

兼
ね

そ

え

た

女

に、

す

で

に

成
長
し

て

し

ま
っ

て

い

る
。

近

代
文
学
的
性
格
批
評

で

言
え

ば
、

中
村
真
一

郎
氏

の

評
に

言
う、
「

凍
っ

た

心

の

奥
底
に

不
思

議
に

虚
無

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　
（
4）

的
な

人

生

観
が

完
成
さ

れ

て

い

っ

た
」

の

で

あ
る
。

二

の

よ

う

な

極
端
な

言
い

方

を

す
れ

ば、

こ

の

物
語
の

語
り

手
は
、

帝
も

含
め
て

六

人
の

男
た

ち

に、

そ

れ

ぞ

れ

の

男
性
の

女

に

対
す

る

欲
望

か

ら

く

る

性
格
を

代
表
さ

せ、

こ

の

虚
無
的

な

女

性

−

虚
無
的

で

あ

る

が

故
に

何
も

の

も

生

み

出
さ

な
い

ー
「

美
」

そ

の

も

の

と

化
し

た

女
主
人
公

と

対
決
さ

せ

た

こ

と

に

な

る
。

し

た

が
っ

て、

か

ぐ

や

姫
が

貴
賤
を

問
わ

ず、
「

世

界
の

を

の

こ

」

の

渇
仰
崇
拝
の

的
と

な

る

た

め

に

は、

そ

の

外
貌
の

美
し

36

さ

の

み

が

強
調

さ

れ

る

べ

き

で、

そ

の

性
格
の

人
間
的
な

弱
点

−
愛
す

る

こ

と

は

敗
北
す

る

こ

と

ー
に

描
写
の

委
曲
を

尽

す

こ

と

は、

巧
妙
に

避

け

ら

れ

て

い

た

わ

け

で

あ

る
。

　

か

ぐ

や

姫
の

性
格
が
一

度
に

そ
の

素
顔
を

あ

ら

わ

に

す
る

の

は、

帝
の

求
婚
と

月

命
に

応
じ

て

地

上

を

去
っ

て

い

く

場
面

で

あ
る

。

姫
は

父
親
と

し

て

の

翁
の

愚

か

な

愛
情、

帝
と

の

し

め

や
か

な

不

逢

恋
と
い

っ

た

人
間
的
な

感
情
の

世

界

に

引
き

戻
さ

れ
、

そ

こ

に

お

い

て、

本
来
の

天

人

と

し

て

の

自
己
の

生
い

立

ち

と、

人
間

世
界
で

の

可
婚
期
の

女
と

し
て

の

矛

盾

に、

は

じ

め

て

苦
悶
す
る

。

こ

の

苦
悶
が

極
限
に

達

し

た

と

き、

姫

は

初
め

て

自
分

の

心

の

秘
密
を

告
白
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
。

そ

の

こ

と

は、

と

り

も

な

お

さ

ず、

姫
の

地

上

に

お

け

る

運
命
の

終
焉

を

意
味
す
る
。

姫

は

早

く

も

妻
争
い

の

相
手
に

な

る

頃、

自
分

の

地

上

に

お

け
る

人

生

の

プ

ロ

ロ

ー

グ

と

エ

ピ

ロ

ー

グ

を

同
時
に

察
知
す

る

理
知
を

授
け

ら

れ

て

い

た

が

故
に
、

理

知
そ

の

も
の

の

不

幸
を

知
ら

な

け

れ

ば

な

ら

な
い
。

す

な

わ

ち、

現
世
の

一

切

は

虚
無
で

あ

る

こ

と

　

富
も、

恋
も、

権
力
も

ー
を

強
く

感
じ

た

女
性
と

し

て

描
か

れ

て

い

る
。

い

ず
れ

は

月

の

都
に

帰
ら

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

運

命
が
、

姫
に

生

身
の

女

性
か

ら

み

れ

ば

透
徹
し

た

理

性
を

賦
与
し、

し

か

も

そ

れ

が

こ

の

世
の

貴
顕
の

男

た

ち

と

の

結
婚
に
、

い

さ

さ

か

の

関

心

を

も

持
た

し

め

な

か

ワ

た

と
い

う

筋
立

と

な

る
。

　

も

と

も

と

結
婚
拒
否

の

実
例

は、

大

秀
の

『

考
』

に
「

男

せ

ざ

り

し

人
」

と

し

て

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　
カ

ホ

ギ

フ
く
シ

挙
げ

ら

れ

た
一

八

坂
入

彦
皇
子

之
女
L 、

弟
媛
が

あ

る
。

「

容
姿
端
正
」

の

た

め

景
行

天
皇
の

求
愛
を

う

け、

皇
命
の

威
に

た

え

ず、

一

度
は

召

さ

れ

る

が、

姉
君
の

入

媛

に

譲
っ

て

二

度

と

結
婚
し

な

い

例
が

あ

り、

姉
妹
を

違
え

て

『

源

氏
物
語
』

の

宇
治

八

宮
の

娘
た

ち

に

通

じ

る

と
こ

ろ

が

な

い

で

も

な
い

が
、

こ

れ

は

単
に

自
分
の

「

形

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
つ
か

姿
穢
陋
」

を

恥
じ、

「

久
し

く

掖
庭

に

陪
へ

る

ま
つ

る

に

堪
へ

じ
」

と

し

て、
「

容
姿

麗
美
一

の

姉
君
の

八

坂
入
媛
に

譲
っ

た

に

過

ぎ

な

い
。

（

『

紀
』

巻
七
）

。

さ

ら

に

清

和

天
皇

貞
観
元

年
八

月
十
日

条
の

尚
侍
従
π 、
位
当

麻
真
人
浦
虫

（

『

三

代
實
録
』

第
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一、
U

や

『

大
和
物
語
』

百
三

十

八

段
の

伝
え

る

「

故
御
息
所
の

御
姉
お

は

い

r
」

も、

さ

し

た

る

理

由
も

な

く
一

生
、

「

い

な

び

妻
一

と

し

て

生
を

終
え

た

に

過

ぎ

な

い
。

男

女

の

性
愛
の

自
由
な

時
代
に、

こ

う

し

た

例
は

め

ず
ら

し

か

っ

た

か

ら、

わ

ず
か

に

記
録
に

残
っ

た

の

で

あ
ろ

う
。

　

か

ぐ

や

姫
の

性
格
造

型
は

こ

う
し

た

男
ぎ

ら

い

の

女

と

し

て

で

は

な
い
。

物
語
の

語

り

手

は、

あ

く

ま

で

女
性
と

し

て

の

感
情
を

偽
っ

て、

理

知
の

仮
面

を

か

ぶ

り
つ

づ

け

さ

せ、

刻
一

刻
と

迫
ま

り

来
る

自
己

の

運

命
に

怯
え、

月
に

向
っ

て

歎
き

悲
し

ま

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

と

こ

ろ

ま

で、

姫
を

追

い

つ

め

て

い

く

語
り

方
で

あ

る
。

姫

が

現
世

で

の

「

学
習
」

に

よ

っ

て

身
に

つ

け

た

人

間
的
愛

情
と

天

上

的
思

想
と
の

二

、
兀

論
か

ら

抜
け

出
る

に

は
、

月

の

都
に

帰
る
こ

と
、

す
な

わ

ち
地
上

を

去
る

こ

と

で

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　
ほ
た

ま

ひレ

あ
っ

た
。

姫
の

地

上

で

の

生

活
は

養
父

の

翁
に、
「

そ

こ

ら

の

黄
金

給

て
、

身
を

か

へ

た

る

ご

と
」

に

し

た

二

と
、

そ

れ

は

天

上

で

犯

し

た

姫
の

罪
の

つ

ぐ
な

い

な

の

だ、

と

い

う

風
に

な
っ

て

い

る
。

天

上

か

ら

降
さ

れ

た

か

ぐ

や

姫
の

地
上

で

の

経
験
は、

貴
種
の

流
離
に

お

け

る

試
練
に

は

違
い

な
い

が、

流
離
の

地

を

離
れ

る

こ

と

は、

天

に

昇
る

こ

と

で

あ

り、

現
世

に

お

け

る

死

を

意
味
す
る
。

月

の

都
の

宮
殿
の

あ

り

さ

ま

は、

か

さ

ね

て

『

考
』

の

引

く

仏
典、
『

起
世
経
』

や

『

龍
城
録
』

の

描
写
の

ご

と

く、

天

子
の

寿
命
は

五

百

歳、

宮
殿
は

目

も

奪
わ

ん

ば

か

り
の

壮
麗
そ

の

も
の

と

し

て

描
か

れ
、

こ

こ

に

入
る

こ

と

は、

現

身
の

人

の

素
懐
を

遂
げ

る

こ

と

で

は

あ

る
。

が
、

『

竹
取

物
語
』

の

大
団

円

に

お

け

る

月

よ

り

の

使
者
は、

翁
の

強
い

愛
情

、

帝

の

権
力

と

恋
を

も
、

す
べ

て

世
俗
の

も

の

と

蹂
躙

し

て、

悠
々

と

姫
を

奪
い

去
る

死

の

象
徴
で

あ

る
。

別
離
は

た

だ

ち

に

死

を

意
味
す

る
。

語
り

手
は

こ

う

し

た

絶
対

の

時
を

前
に

し

て、

地

上

の

人

間
の

む

な

し
い

抵
抗
の

あ

り

さ

ま

を、

勅
使
高
野

大

国

の

率
い

る

「

六

衛
の

司
あ

は

せ

て

二

千
人
」

か

ら

な

る

警
備
に

描
き

、

天

人
に

対
し

て

不
可

抗
力
の

真
実
を

つ

ぎ
の

よ

う
に

語

る
。

す

な

わ

ち、

大

入

を

前
に
、

「

物
に

お

そ

は

る

」

や

う

に

て、

会

ひ

戰
は

ん

心

も

な

か

り

け

り。

か

ら

う

じ

て

思
ひ

起

こ

「

竹
取
物
語
』

登
場

人

物
一
性

格

論

　
第
二

稿

井
上

英

明

し

て、

弓
矢

を

と

り

た

て

ん

と

す

れ

ど

も、

手
に

力

も

な

く

な

り

て、

萎
え

か

」

り

た

り。

中
に
、

心

さ

か

し

き

者、

念
じ

て

射
ん

と

す

れ

ど

も、

ほ

か

ざ

ま
へ

行
き

け

れ

ば、

荒
れ

も

戰
は

で、

心

地

た

冒

痴
れ

に

痴

れ

て、

ま

も

り

あ
へ

り
L

と

い

う

状

況
で

あ

る
。

訥
々

た

る

語
り

口

で

あ

る

が

ゆ

え

に、

読
む

人

の

口

に、

聴
く

人
の

耳

に、

却
っ

て

活

き

活

き

と

迫
っ

て

く

る
。

徹
底
し

た

現
吐

無

力
感
で

あ

る
。

　

か

ぐ

や

姫

は

地

上

を

去
ろ

う
と

す

る

瞬
間
ま

で、

す

な

わ

ち、

人

間
の

感
情
を

忘

れ

さ

せ

る

天
の

羽

衣
を

着
る

ま

で、

現
身
の

女

で

あ

る
。

天

の

羽
衣
を

着
て、
［

飛

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
ぐ

　
　
　

　

へ
ゐり

ぶ

車
L

に

乗
る

寸
前

に、
　

心

ま

と

ひ

て

泣

き

伏
せ

る
」

翁、
「

具

し

て

い

て

お

は

せ

ね
」

と、

泣

き

伏
す

翁
に

、

姫
は

「．
心

ま

ど

ひ

ぬ
」

状
況

と

な

り、

こ

こ

に

は

じ

め

て

理

知

の

仮

面

を

ぬ

ぎ

捨
て
、

泣
き

な

が

ら

書
く

遺
書
は
二

通
あ

る
。

一

通
は

養
父

の

翁、

も

う
一

通
は

帝
に

対
し

て

で

あ

る
。

こ

の

二

通
の

遺

書
の
一

つ

は、

父
と
の

別
離
の

悲
嘆、

も

う
一

通
は

逢
わ

ぬ

恋
に

終
っ

た

帝
へ

の

訣
別
の

書
で

あ

る
。

お

そ

ら

く
こ

の

遺
書
は
、

あ

の

五

人
の

貴
公

子

中
の
一

人、

阿
部
御
雫

入

が

唐
商
人
王

慶

に

与
え

た

書
簡
と

と

も

に
、

日

本
語
散
文
発

達
史
上、

最
初
の

遺

言
の

文

体
と

し

て
、

価
値
あ

る

も

の

と

思

わ

れ

る

の

で
、

全

文
を

左

に

引
い

て

お

く。

翁
に

対
し

て

は、

此
国
に

生

ま

れ

ぬ

る

と

な

ら

ば、

嘆
か

せ

た

て

ま

つ

ら

ぬ

ほ

ど

ま
で

侍
ら
で
、

　
〔
わ

か

れ）
　

　

　
　
　〔
かへ
す〕
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　

　

　

　
　
　
　
　
　
　

　

　
「
お一

す

ぎ

別
ぬ

る

事、

返
」

本
意
な
く
こ

そ

お

ぼ

え

侍
れ
。

ぬ

ぎ

を

く

衣
を、

形
見

と

見

給
へ

。

月
の

出
で

た

ら

む

夜
は、

見
お

こ

せ

給
へ

。

見

捨
て

た

て

ま
つ

り

て、

ま
か

る

空
よ

り

も、

落
ち

ぬ

べ

き

心

地

す

る

帝
に

は、

か

く、

あ

ま

た
の

人
の

賜
ひ

て、

と
冨

め

さ

せ

給
へ

ど、

ゆ

る

さ

ぬ

迎
へ

ま

う

　

　
　
　

　

ロ
ゐワ

で

き

て
、

と

り
い

で

て

ま

か
り

ぬ

れ

は、

冂

を

し

く

か

な

し

き

事。

宮
仕
へ

つ
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明
星

大

学
研
究
紀
要

【

日

本
文

化

学
部
・
言
語
文
化
学
科
】

第
卜
二

号

　
二

QO

四

年

か

う

ま
つ

ら

ず

な

り

ぬ

る

も
、

か

く

わ

づ

ら

は

し

き

身
に

て

侍
れ

ば
。

心

え

ず

お

ぼ

し

め

さ

れ
つ

ら

め

ど

も、

心

強
く、

う

け

た

ま

は

ら

ず
な

り

に

し

事、

な

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

ロ
は

べワ

め

げ

な

る

物
に

お

ぼ

し

と
玄

め

ら

れ

ぬ

る

ら

ん、

心

に

と
f

ま

り

侍
り
ぬ

る
。

と

て
、

　
　
　

　

　

　
　
ハ
はい
　

　
　
　
　

ド
を　

　
　
　

　

　
ハ
あ

まレ

　
　
今
は

と

て

天
の

羽
衣
き

る

お

り

ぞ

君

を

あ

は

れ

と

思

ひ

い

で

け

る

　
前
者
の

ゴ

チ

ッ

ク

で

際

立

た

せ

た

二

つ

の

語
が、

お

そ

ら

く

キ

ー

ワ

ー

ド

と

な

る
。

「

す

ぎ

別
れ

ぬ

る

事
」

が

「

本
意
な

く

こ

そ
」

で

あ

れ

ば、

そ

れ

は

「

宿

世
」

と

い

う

こ

と

に

な

る
。

か

ぐ

や

姫
の

月
へ
の

帰
遷
は、
「

本
意
」

と

「

宿
世
」

の

葛
藤
の

中
で

の

自
覚
と

し

て

捉
え

ら

れ

て

い

る
。

も

は

や、
「

妻
あ

ら

そ

い

」

の

話
型
の

み

を

「

自

由
領
域
」

な

ど

と

し

て、

改
変
で

き

な

い

消

息
で

あ
っ

て、

こ

こ

に

来
て

『

竹
取
物
語
』

の

世

界
は、

物
語
文
学
と

し

て

の

か

ぐ

や

姫
の
一

代
記

と

な
っ

て

い

る
。

　

帝
へ

の

遺

書
に

み

ら

れ

る

キ

ー

・

ワ

ー

ド

は、

地
上

か

ら

月
へ

の

昇
天
に

「

ま

か

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　
も　　　へ　
　
　も

る
」

と

い

う
動
詞

を

使
っ

た

こ

と

で

あ

る。

こ

れ

は

翁
へ

の

遺

書
に

も

「

ま

か

る

空
」

と
あ

る
。

翁
と

帝
に

対
し

て

の

対

象
尊
敬
表
現
だ

と、

簡
単
に

読
み

過
ご

し

て

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　
ヘ　　　
へ

は

な

ら

な

い

だ

ろ

う。

こ

こ

で

は

あ

き

ら

か

に、

地

上

よ

り

月

の

都
の

方

が

下

位
に

あ

る
。

翁
と

帝
の

現

世
無
力

感
に

対
し

て
、

か

ぐ

や

姫
の

別
離
の

愁
嘆
が

つ

の

れ

ば

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　も　
　へ
　　も
　

　も

つ

の

る

ほ

ど、

月

の

都
は

あ

き

ら
か

に

不

毛

の

地

で

あ

る
。

帝
へ

の

遺
書
の

終
わ

り

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
ロ
をり

の
一

首、
「

天

の

羽
衣

を

き

る

お

り

ぞ
」

の

「

ぞ
」

と

い

う
時
の

強
調

形
に

お

い

て
、

君
へ

の

「

あ

は

れ
」

は、

つ

の

る

の

で

あ

る
。

か

ぐ

や

姫

は

こ

の

後
に
、

不

死

の

薬

の

入
っ

た

壷
を

形
見
と

し

て

添
え

お

き、

永
遠
の

思

慕
を

告
白
す
る

が、

天
の

羽

衣

を

着
せ

ら

れ

た

と

た

ん、

現
世
へ

の

執
着
は

断
ち

切

ら

れ

て

し

ま

う
。

こ

の

筋
立

が

世
界
的
に

白
鳥
処
女
型
と

か
、

和
風

で

は

鶴
女

房
型

と

か

い

っ

た、

話
型
的
枠
組
を

38

越
え

て
、

そ

こ

に

は

女
性
の
、

衣
裳
に

よ

る

魔
術
的
変
心

を

垣

間

見

で

き

る

よ

う

な

気
が

す

る
。

か

ぐ

や

姫
は

宿
世
と

し

て

天

上

的
思
想
を

貫

く

が、

土

壇
場

に

な

っ

て、

翁
と

帝、

す

な

わ

ち、

自
分
に

真
実
の

愛
情
を

捧
げ

て

く

れ

た

者

に

は、

嘘
偽
り

の

な

い

愛
措
の

念

で

応

え

て

い

る
。

か

ぐ

や

姫
を

そ
の

よ

う
な

心

境
に

置
か

し

め

た
の

は、

偽
り

多
い

人
の

世
に

も、

善

意
と

好
意
に

み

ち
た

愛
情
の

強
さ

と
い

っ

た、

地

上

の

人
間

的
真
実
に

た

い

す

る

語

り

手
の

美
し

い

信
仰
で

あ

ろ

う
と

思

う

他
な

い
。

そ

の

こ

と

が

ま

た、

私
度
僧
た

ち

の

陰
惨
で

鬱
屈
を

こ

め

た

因
果
応
報
の

筋
立

で

語

ら

れ

た
、

　一

時
代
前
の

『

日

本

霊

異

記
』

な

ど

と

は

撰
を

異

に

す
る
、

こ

の

物
語
の

作
者
の

余

裕
綽
々

た

る、

ふ

て

ぶ

て

し

い

諦
観
に

よ

る

創
作
意
図

を

予
想
す

る

こ

と

が

で

き

そ

う

な

気
が

す
る
。

さ

ら

に、

わ

れ

わ

れ

は

か

ぐ

や

姫
と
こ

れ

を

争
う

現
世

の

男

た

ち
の

失
敗
譚
の

中
に、

作
者
の

高
度
に

知

的
で、

し

た

た

か

な

人

生

観
を

垣

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
ヘ
　

　

モ
　

　も
　

　ヘ
　

　へ

間
見

で

き

る

で

あ

ろ

う
。

永
遠
の

女
性
の

正

体

も

知
ら

ず、

ひ

た

す

ら、
「

得
て

し

が

な、

見

て

し

が

な
」

と

思
っ

て

失
敗
し

た

男

た

ち
へ

の

笑
い

の

中
に
、

と

ら、
凡

よ

う

と

し
て
、

と

ら

え

ら

れ

な
い

美
の

謎
と

深

淵
に

取

り

憑
か

れ

た

近

代
的
作
家
と

も

い

え

そ

う
な

作
者
の

、

憧
憬
と

呻
吟
さ

え

感
得
さ

れ

そ

う

な

気
が

す

る
。

　
つ

ぎ

に、

竹
取
り
の

翁
の

性
格
に

つ

い

て、

少

し

く

述
べ

て

お

こ

う。
一

体
に、

こ

の

物

語
が

古

拙
で

説
話
風、

童
話
的
と

評
さ

れ

て

き

た

ゆ

え

ん

は、

登

場
人
物
の

性
格
が

あ

ま

り

に

も

紋
切

型
に

押
し

出
さ

れ

て

い

る

こ

と

で

あ

る
。

非
情
で
、

虚
無

的
な

ま

で

に

冷
め

た

い

か

ぐ
や

姫
の

性
格
を

強
く

印
象
づ

け

る

た

め

に

は、

逆

に

翁

の

性
格
が

現
世

的
な

愛
執
に

惑
溺
し
、

出
世

や

名
誉
や

富
へ

の

欲
望

に

昏
迷
す
る

と

い

っ

た

人

間
と

し

て

の

性
情
を、

露
骨

に

外
に

出
す

も

の

と

し

て

描
か

れ

て

い

る
。

こ

の

物
語
の

語

り

手
は、

異
常
な

ま

で

に

そ

の

こ

と

を

念
頭
に

置
い

て、

翁
を

徹
底

的
に

か

ぐ

や

姫
の

性
格
と

は

対
立

的
に

話
を

進
め

て

い

る。

す

な

わ

ち

姫
と

は

正

反

対
に
、

早
く

も

物
語
の

初
め

に

お
い

て、

翁
に

支
配
的
な

性
格
を

つ

ぎ
の

よ

う

に

語
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る
。

五

人

の

男

た

ち
の

求

婚
に

対
し
て
、

ロ
わ

が

こロ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ロ
ま

う

しワ

我
子
の

仏、

変
化
の

人
と

申
な

が

ら、

こ

こ

ら

の

大

き

さ

ま

で

や

し

な

ひ

た

て

　

　

　
　

　

　

や
おリ
　

　

　

　

　

　
　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
　

　

　

　

　

　

　
　
ド
た

ま

ひロ

ま
つ

る

心

ざ

し、

を

う

か

な

ら

ず
。

翁
の

申
さ

ん

事
は

聞

き

給
て

む

や
。

　

　

ハ
な

な

ぞ

ぢソ
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

ハ
け

ふロ
　

　

　

　

ダ
あ

すし

翁、

年

七

十

に

あ

ま

り

ぬ
。

今
日

と

も

明

日

と

も

知

ら

ず
。

こ

の

世
の

人
は

、

ロ
をり
　
　
　
　

　

　

　

　

あ

　
　

　

　

　

　

　
　
　
　ハ
を

ん

なロ
　

　

　

　バ
あソ

お

と
こ

は

女

に

婚
ふ

こ

と

を

す
、

女

は

男

に

婚
ふ

事
を

す
。

そ

の

の

ち
な

む
、

ロ
か

どサ門

ひ

ろ

く

も

な

り

侍
る

。

い

か

で

か
、

さ

る

こ

と

な

く

て

は

お

は

せ

ん
。

姫
の

拒
否
に

遭
っ

て

翁
は

さ

ら

に

た

た

み

か

け

る
。

変．
化
の

人
と

い

ふ

と

も
、

女

の

身
持
ち

給
へ

り。

翁
の

あ

ら

む

か

ぎ
り

は、

う

て

も

い

ま

し

か

り

な

む
か

し

…

…

か

　

姫
の

再
度
の

拒
否
に

遭
い
、

翁
は

懸

命
に

な
っ

て

か

き

く

ど

く。

娘
が

権
門

と

婚

す
る

こ

と

に

よ
ワ

て、

一

族
の

再
興

と

繁
栄
を

切

願
す
る

『

源
氏

物
語
』

の

明

石

入

道
の

原
型
と

も

い

え

る
。

し

か

し、

こ

の

翁
の

態

度
を

父
性
愛
だ

と

す

る

月

並

み

な

評
語

が

あ

る
。

父
性
愛
は

母

性
愛
と

並

び、

道
徳
律
と

し

て

普
遍

的
に

評

価
で

き

る

徳
目

で

あ

る
。

し

か

し、

翁
の

台

詞
を

注

意
深
く

読
む

と、

第
一

に

養
育
の

恩
を

か

ぐ

や

姫
に

被
せ

る

こ

と

急
で

あ

る
。

こ

こ

に

は

姫
が

実
の

父
親
で

は

な

く、

偶
然
に

竹
林
で

見
つ

け

て

育
て

た

養
女

−
異

界
か

ら

富
を

運
ぶ

も
の

ー
と
い

う

意

識
が
、

潜
在
的
に

は

た

ら
い

て

い

る

か

ら

だ

ろ

う
。

第
二

に
、

自
分
の

年
齢
を

実
際
以

上

に

偽
わ

り
、

今
口

明

ロ

を

知

ら

ぬ

命
だ

と

い

っ

て

姫
の

同

情
を

求
め

る。

旧

稿
に

お

い

　

　

　
　

　

　

（
5）

て

推
定
し

た

ご

と

く、

翁
が

か

ぐ

や

姫
を

発
見

し

た
の

は

四

十
二

歳
頃、

こ

こ

で

は

そ
の

時
か

ら

約
二

年
後
の

こ

と

で、

僅
か

四

十

四

歳
で

あ

る

に

も

か

か

わ

ら

ず、

七

「

竹
取
物

語
」

登

場
人
物
「

性
格
論
」

第
二

稿

井
⊥

英
明

十

余
歳
と

偽
り、

現

世

の

時
間
に

従
う
翁
で

あ

り

な

が

ら、

姫
と

同

じ

神
話
的
時
間

に

呑
み

込

ま

れ、

ふ

た

た

び

現

世

に

還
っ

て、
「

今

日

明

日

の

命
」

と

喚

く
の

は、

た

と
え

当

時
の

男
性
が

四

十
歳
で

「

翁
」

の

呼
称
を

得
た

に

し

て

も、

あ

く

ま

で

姫

の

関
昏

を

ひ

き
つ

け

よ

う
と

す
る

大

袈
裟
な

表

現
で

あ

る。

さ

ら

に、

自
分
が

目
の

黒
い

う

ち

な

ら

と

も

か

く、

死

ん

だ

ら

ど

う

な

る

か

と

脅
迫
め

い

た
こ

と

を

言
う。

第一．、
に、

男
女
の

婚
姻
は
こ

の

世

の

定
め、
「

男

せ

ざ

り

し

人
」

は

社
会
の

慣
習
に

反

す

る

と

迫
る

が
、

『一、一
代
實
録
』

巻

三、

清
和
天

皇

貞
観
元

年
八

月
十
日

条、

尚

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　

マ
ゲ

ハ
ヒ

侍
従
三

位
当

麻
真
人

浦
虫
の

こ

ぼ

れ

話
に

あ

る

よ

う

な、
「

伉
儷
之

道
」

に

よ

っ

て、

一

そ

の

後
な

む、

門
も

ひ

ろ

く

な

り

は

べ

る
L

と

付
け

加
え

る

こ

と

を

忘

れ

な

い
。

翁
は

姫

を

権
門
の

貴
公

子
と

婚
わ

せ

て、

富
と

名
誉
を

か

ち

え

た

い
。

ま

さ

に

貧
者

致
富
譚
で、

こ

の

姫
が

千
載
一

遇
の

夢
だ
っ

た

か

ら

で

あ

る
。

翁
の

父
性
愛
に

は、

こ

う

し

た

三

つ

の

意
識
が

混
在
す

る
。

先
ず、

第
一

の

実
の

子
で

は

な

い

と

い

う
潜

在
的
な

意
識
に、

少

し

穿
っ

た

憶
測
を

す

る

と、

さ

ら

に

別
の
一

面
が

見

て

と

れ

る

よ

う

な

気
が

す
る

。

も
っ

と

も、

『

竹
取

物
語
』

に

は

父

性
愛
だ

け

が

あ

っ

て
、

な

ぜ

竹
取
り

の

爺
の

嫗
が

い

る

に

も

か

か

わ

ら

ず、

母
性
愛
の

方
が

皆
無
な

の

か
。

こ

の

こ

と

に

つ

い

て、

ふ

た

た

び

中

村
真
一

郎
氏
は、
「

此

れ

は

随
分
不

思

議
な

作
者

の

手
落
ち

の

よ

う
で

あ

る

が、

此
の

よ

う

な

童

話
風
の

形
式
の

小

説
に

於
い

て、

〈

親
の

愛
〉

に

於
い

て

共

通
す

る

二

つ

の

性
格

、

此

の

小

説

に

於
い

て

全

く

同

様
の

位

置
を

占
め

る

二

つ

の

人

物
を

並

述
す

る

二

と

は、

そ

の

操
り

芝
居
風

の

効
果
を

弱

め

る

こ

と

に

な

る

の

で
、

翁
に

よ
っ

て

〈

親
の

愛
〉

を

代
表
さ

せ
、

そ

の

性
格
を

集

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
〔
6〕

中
強
化
し

た

も
の

と

思
わ

れ

る
」

と
、

説
明
す
る

の

で

あ
る

が、

こ

の

物
語
の

語
り

手
は、

姻
の

方
を

ま
っ

た

く

無
視
し

て

い

る

わ

け
で

は

な
い
。

無
視
す
る

ど
こ

ろ

か
、

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
め

　

　　
お

う

なり

翁
が

姫
を

発
見
し

た

時
に、
「

妻
の

女

に

あ

づ

け
て

や

し
な

わ

す
」

と

断
っ

て

い

る
。

翁
は

毎
日

山
に

竹
を

採
り

に

行
っ

た

で

あ

ろ

う
か

ら、

か

ぐ

や

姫
の

日

常
の

大

部
分

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　
か
ば

ご

ろ

も

は、

こ

の

養
母

と

共

に

過
さ

れ

た

は

ず
で

あ

る
。

さ

ら

に

「

火
鼠
の

皮
衣
」

の

と
こ39
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明
星

大

学
研
究
紀
要
【

目

本
文
化

学
部

二
禹

語
文

化
学
科
】

第
i

二

号

　
二

〇
〇
四

年

ろ

で

は
、

偽
物

と

は

い

え
、

あ

ま

り

に

も
「
う

る

は

し

き
」

皮
衣

を

見
て、
「

こ

の

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ハ
お

う

なド

　

　

　

　

　

　
あ

た

び度
は

か

な

ら

ず
婚

は

む
と

女
の

心

に

も

思

ひ

を

り
」

と

あ

る

か

ら、

嫗
が

母

親
と

し

て

娘
の

結
婚
に
、

関
心
の

薄
か

ら

ぬ

こ

と

が

知
ら

れ

る
。

　

と

こ

ろ

が、

実
際、

こ

の

物
語
に

登

場
す

る

嫗
の

位
置
は

き

わ

め

て

低
い
。

し
か

も

嫗
が

言
葉
を

口

に

す

る

の

は、

わ

ず
か

に

帝
の

言

葉
を

伝
え

に

来
た

勅
使
中
臣
の

ふ

さ

子

と

の

対
面

以

外
に

は

見

当
ら

な

い
。

こ

こ

は

勅
使
が

女
性
な

の

で、

女
性
同

士

の

詰
め

開
き

と

い

う
こ

と

で、

媼
の

登
場
と

な
っ

た

の

だ

が
、

そ

の

や

り

と

り

は

空
々

し

く
、

冷
や
か

で

あ

る
。

嫗 姫 嫗姫、
「

は

や、

か

の

御
使
に

対
面
し

給
へ

」
。

「

よ

き

か

た

ち
に

も

あ

ら

ず、

い

か

で

か

見
ゆ
べ

き
」 。

「

う
た

て

も

の

給
ふ

か

な
。

御
門
の

御
使
を

ば、

い

か

で

か

お

ろ

そ

か

に

せ

む
」 。

「

御
門
の

召
し
て

の

た

ま

は

ん

事、

か

し

こ

し

と

も

思
は

ず
」

。

と

い

っ

た

調

子
で

、

娘
の

入

内
と
い

う
一

大

事
を

前
に

し

て

の

母

と

娘
の

対
話
と

は

思
わ

れ

な

い

ほ

ど、

そ
ワ

け

な

い
。

語
り

手
は

こ

の

後
つ

づ

け

て、

か

ぐ

や

姫
の

養

母
に

対
す
る

態
度
を

説
明

し

て

い

る
。

姫

が

「

い

と

心

は

つ

か

し

げ

に、

お

ろ

そ

か

な

る

や

う
」

な

る

態
度
を

と

り、

そ

れ

を

姻
が

「

心
の

ま
ま

に

も、

え

責
め

ず
」

と

い

う
こ

と

に

な
っ

た

の

は、

母

と

娘、

す
な

わ

ち

女
と

女
と

の

問

に

は

性
愛
的
な

吸

引

力
が

少

な

く、

ほ

と

ん

ど、

た

が

い

に

他
者
だ

か

ら

で

あ

る
。

し

か

る

に、

二

れ

が

翁
の

姫
と

の

対
話
の

場
面

と

な

る

と、

が

ら

り

と

趣

き

が

違
っ

て

く
る
。

そ

こ

に

は

入

内

を

勧
め

る

翁
と、

そ

れ

を

拒
否
す

る

姫
と
の

問

に、

必

死

の

愛
情
の

交
換
が

あ

る
。

す

な

わ

ち、

宮
仕
え

を

し

て、

翁
に

官
爵
が

さ

ず
か

る

よ

う

に

し

て

か

ら

死

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ロ
た

ま

ひり
　

　

つ

か

さ

か

う

ぷ

り

ぬ

と

言
う

か

ぐ

や

姫

に

対
し

て、

翁
は

す
か

さ

ず、
「

な

し

給
そ

。

官

爵

も、

わ

40

が

子

を

見

た

て

ま
つ

ら

で

は
、

な

に

に

か

は

せ

む
。

さ

は

あ

り

と

も、

な

ど

か

宮
仕

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ロ
た

ま

ふソ

へ

を

し

た

ま

は

ざ

ら

む。

死
に

給
べ

き

や

う

や

あ

る

べ

き
」

と、

言

う
の

に

対
し

て、

　

　

　
ほ

ほソ

姫
の

「

猶
そ

ら

事
か

と、

仕
う

ま

つ

ら

せ

て、

死

な

ず
や

あ

る

と

見

給
へ

…
」

と
、

死

を

も
っ

て

の

抵
抗
に
、

翁
は

「

天

ド

の

事
は、

と

あ

り

と

も
、

か

」

り

と

も
、

御

命
の

あ

や

ふ

さ

こ

そ、

大
き

な

る

障
り
L

と

言
っ

て、

つ

い

に

姫
の

入

内

拒
絶
を

帝

に

知
ら

せ

に

行
こ

う

と

す

る

の

で

あ

る
。

こ

う
し

た

翁
の

姫
に

対

す
る

執
着
こ

そ、

世
に

言
う

父

性
愛
の

最
た

る

も

の

で

あ

ろ

う
が
、

同
時
に、

こ

の

父
と

娘
の

間

に

存

す
る

無
意
識
の

母

錯
綜
の

い

み

じ

き

昇

華
だ

と

解
し

て

も

よ

い

で

あ

ろ

う
。

　
一

体
に、

父
性
愛
に

せ

よ、

母

性
愛
に

し

ろ、

そ

れ

ら

は

広
く

賞
賛
さ

れ

て

き

た

親
子

間
の

美
徳
で

あ

る

に

ち
が

い

な
い

。

し

か

し
、

こ

こ

で

は

無
差

別
に

押
し

つ

け

が

ま

し

く、

相
手
の

自

我
は

そ

こ

に

入

る

余
地

が

な

い
。

こ

う
し

た、

い

わ

ば

反

射

的

結
合

が

親
子

間
の

愛
情
の

実
体
で

あ

る

と

す
れ

ば、

翁
も

又、

こ

こ

に

き

て

父

性

愛
な

ど

と

い

う
も

の

か

ら

脱
し

て
、

か

ぐ

や

姫
を

他
の

男

た

ち

と

同
じ
よ

う
に
、

生

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ヘ
　

　マ
　
　あ
　

　あ　
　も

け

る

永
遠
の

女

性
と

し

て
、

は

げ

し

い

思

慕
の

念

を

燃
や

し

て

い

た

男
性
の
一

人

だ

っ

た

と

言
え

る
。

　

竹
取
り
の

翁
の

第
二

の

性
格
の

特
徴
は、

た

と

え

ば

四

十
四

歳
く

ら

い

な
の

に、

事
の

急
な

る

に

応
じ
て
、

七

十
余
り

と

大

袈
裟
に

言
う
虚
言
癖
で

あ

る
。

こ

う
し

た

　

　

　

へ
　
　　あ

大

仰
な
ク

セ

は
、

物
語
を

通
し

て
一

再
な

ら

ず
現
わ

れ

る
。

こ

の

父

親
は

惰
況
が

切

迫

す
る

と、

た

ち

ど
こ

ろ

に

心

神
悩
乱、

前
後
の

見

境
い

も

な

く

な

る
。

さ

ら

に
、

目

先
き
の

乙

と

だ

け

で、

す
ぐ

に

事
を

判
断

し
て

し

ま

う、

軽
率

で、

感
情
の

起

伏

の

は

げ

し

い

性
格
で

あ

り、

か

ぐ

や

姫
と

は

正

反

対
に

出

来
上

っ

て

い

る
。

も

う
一

つ

例
を

挙
げ

る

と、

か

ぐ

や

姫
が

自
分
の

不

可

避
の

運
命
を

初
め

て

翁
に

告
白
し

た

　

　

　

　

　

　

　

　

　
ワ

ご

と

き、
「

こ

は、

な

で

う

事
の

た

ま

ふ

ぞ。

竹
の

中
よ

り

見
つ

け

き

こ

え

た

り

し

か

　

　

モ

　

へ

　

リ
　

モ

　

ヘ

　

へ
　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　
　

　

　

　

　

　

　

　

　

　
　

た

け
た

ど、

菜
種
の

大
き

さ

に

お

は

せ

し

を、

わ

が

丈
立

ち

な

ら

ぶ

ま

で

養
ひ

た

て

ま
つ

り

た

る

我
子

を、

何
人
か

迎

え

き

こ

え

ん
。

ま

さ

に

許
さ

む

や
」

と、
言

ひ

て
、

「

わ

れ

N 工工
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こ

そ

死
な

め
L

で

あ

る
。

自
分
の

年
齢
は、

ま

だ

初
老
を

少
し
こ

え

た

ぐ

ら
い

で

あ

る

の

に、

七

十
余
り

と

頽
齢
を

装
う

し、

今
度
は

地

の

文

に

姫
の

身
長
が

「

三

寸

ば

か

り．一

の

身
長

と

あ

る

の

に
、

「

菜
種
の

大

き

さ
」

と

極
小

化
す

る
。

そ

し

て
、

姫

の

告
白

に

は
、

「

わ

れ

こ

そ

死

な

め
」

と

言
っ

て、

「

泣

き

の

の

し

る
」

し、

又、

帝

の

「

御
使
一

に

は

「

泣

く

ー
」

申
し

上

げ

る

の

で

あ

る
。

さ

ら

に

天

人
が

降
来
す

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
ま

な

こ

る

こ

と

に

対
し

て

は、
「

長

き

爪

し

て、

眼
を
つ

か

み

つ

ぶ

さ

ん
。

さ

が

髪
を

取
り

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

お
ほ

や

けロ
び

とソ

て、

か

な

ぐ

り

落
さ

む
。

さ

が

尻
を

か

き

出
を

か

き

出
で

て、

こ

 

ら

の

朝
廷

人

に

見

せ

て、

恥
を

見

せ

ん
」

と

野
鄙
卑
賤
の

こ

と

ば

で

激
昂
す
る
。

と

て

も

聖
女
の

父
親
た

る

は

お

ろ

か、

后

が

ね

の

岳
父
に

も

そ

ぐ

わ

な
い

。

後
の

『

う
つ

ほ

物
語
』

で
、

貴
宮
を

争
う

男

た

ち

に

も
、

こ

ん

な

の

は

い

な

い
。

姫
の

い

よ

い

よ

昇

天

と

い

广

う

瞬
間
は

言

わ

ず
も

が

な

で

あ

る
。

　

い

ま
一

つ
。

目

先

の

こ

と

だ

け

で、

す

ぐ

に

事
を

判
断
し

て

し

ま

う

性
格
は、

主

と

し
て
、

か

ぐ

や

姫
を

め

ぐ

る

五

入

の

男

た

ち
の

妻
あ

ら

そ

い

の

物
語
で、

露
骨
に

あ

ら

わ

れ

る
。

車
持
皇

子

が

「

徒
ら

に

身
は

な

し
つ

と

も

玉

の

挺
を

耗
捷

ら

で

奮

に

帰
ら

ざ

ら

ま

し
」

と
い

う、

も
っ

と

も

ら

し

い

歌
を

持
っ

て

帰
っ

て

来
た

の

を

見

　

　

　

　
　
　

　

　
ロ
ま

う

しロ

る

や、

「

こ

の

御
子
に

申

給
ひ

し

蓬
茉

の

玉

の

枝
を、

ひ

と
つ

の

所
あ

や

ま

た

ず、

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　ハ
ま

う

すゴ

持
て

お

は

し

ま

せ

り。

な

に

を

も

ち

て、

と

か

く

申
べ

き
。

旅
の

御
姿
な
が

ら、

わ

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
み

　

ニ

が

御
家
へ

も

寄
り

給
は

ず
し
て
、

お

は

し

ま

し

た

り。

は

や、

こ

の

皇
予
に

婚
ひ

仕

ふ

ま
つ

り

給
へ

」

と

い

っ

た

思
慮
の

無
さ

で

あ

る
。

そ

し

て

姫
の

言
い

分
に

聞
く

耳

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　

ぬ

や

は

持
た

ず、

花
婿
の

た

め

に

さ

っ

さ

と

「

閨
の

う
ち、

し

つ

ら

ひ

な

ど

す
」

と

い

う

性
急
さ

で

あ

る
。

又、

右
大

臣
阿
部
の

み

む

ら

じ

の

持
参
し

た

火

鼠
の

皮
を
【

眼
見

た

だ

け

で、

真
贋
を

見
分

け

る

ど
こ

ろ

か
、

す
っ．
か

り

信
用

し

て

し

ま

い
、

「

世

の

　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　ロ
た

ま

ひ　

中
に

見

え

ぬ

皮
衣

の

さ

ま

な

れ

ば
、

こ

れ

を

と

思

ひ

給
ね
。

人
な
い

た

く

わ

び

さ

せ

　

　

　

　
　
　
へ
た

ま

ひロ

給
た

て

ま
つ

ら

せ

給
そ
」

と

な

る

と
、

も

は

や

暴
言
脅
迫
で

あ

る。

す

で

に

翁
に

と

っ

て

の

姫

は、

「

と

ま

れ

か

く

ま

れ
」

こ

の

大
尽
貴
族
と

結
婚
さ

え

し

て

も

ら

え

ば

『

竹

取
物
語』
登

場
人
物

，

性
格
論
L

第
二

稿

井
上

英

明

よ

い

と
い

う

こ

と

に

な

る
。

『

万

葉
集
』

の

老

翁
竹
取
の

翁
も

、

九
人
の

女

子
の

愚

弄

の

対
象
で

あ

る

が、

こ

の

物
語
の

翁
も、

間
抜
け
で

馬
鹿
正

直
な

好
々

爺
と

し

か

映
ら

な

い
。

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

　
　
　

　

　

ほり

　
こ

の

翁
が
、

か

ぐ

や

姫
を

得
て

「

い

き

お

ひ

猛
の

者
」

に

な
っ

た

の

だ

が
、

つ

ぎ

に

欲
し

い

の

は

官
位
で

あ
る
。

帝
が

「

こ

の

女、

も

し

た

て

ま
つ

り

た

る

も
の

な

ら

　
　
　

か

う

ぶ

り

ぼ、

翁
に

爵
を、

な

ど

が

賜
は

せ

ざ

ら

ん
」

と

言
っ

て

誘
っ

た

の

に

対
し

て

「

翁、

喜
び

て、

家
に

帰
り

て

か

ぐ

や

姫
に

語
ら
ふ
」

と
乙

う

に

躍
如
と

し

て

い

る
。

竹
取

り

と
い

う
賤
業

の

身
分

に、

官
位
こ

そ

は

想
像
以
⊥

の

も
の

が

あ

っ

た

に

ち
が

い

な

い
。

翁
の

こ

う

し

た

欲
望

が、

か

ぐ

や

姫
の

結
婚
問
題

に

最
後
ま

で

絡
ん

だ
の

で

あ

る
。

す
べ

て

の

男

た

ち
の

「

心

ざ

し、

等
し

か

ん

や
」

と

言
う

か

ぐ

や

姫
の

宣

告
は
、

実
は

こ

の

物

語
で

妻

争
い

が

始
ま

る

と

き

に

下

さ

れ

て

い

た
。

翁

も

父

親
で

あ

る

と

は

い
、
乳、

他
の

男

た

ち

と

同
次
元

に

置

か

な

け

れ

ば、

翁
の

父

性

愛
と

姫
の

男

性
観

と

の

カ

ラ

マ

ワ

リ

と
い

う、

こ

の

物
語
の

意
味
深
い

主
題
は

、

活

か

さ

れ

る

べ

く

も

な

か

っ

た

と

言
え

る

の

で

あ

る
。

　
『

竹
取

物
語
』

に

は

そ

の

他
の

登
場
人

物
と

し

て

姓
名
を

も

つ

も

の

は、

斎
部
秋

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　
く

らつ

田、

漢
部
内
麿、

小
野
房
守、

蔵
麻
呂、

中

臣
ふ

さ

子、

高
野
大
国、

調
の

岩
笠、

仙
女
の

ほ

う
か

ん

む

り

…

と、

こ

の

物
語
の

長
さ

に

比

し

て、

す
こ

ぶ

る

実
名
が

多

い

の

が

特
色
で

あ

る
。

登

場
人

物
の

実

名
を

か

か

げ、

作
品

を

虚
構
化
す

る

こ

と

に

お

い

て、
『

伊
勢
物
語
』

と

は

逆
の

方
法
で

あ

る
。

ま

た

『

竹
取
物
語
』

の

空
間
は

帝
都、

筑
紫
の

博
多
港、

唐
土
、

南
海、

そ

し

て

月
の

都
と

広
大

で

あ

る
。

「

物
語

の

出
で

来
は

じ

め

祖
」

た

る

に

ふ

さ

わ

し

い

ゆ

え

ん

で

あ

る
。

注
〔
1）

拙

稿
「コ
竹

取
物
語
』

登

場
人

物
「

性
格

論一
　

　

五

人

の

貴
公
子

を

中
心

に

l」
q
明
星

大41
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明
星

大
学
研
究
紀
要
【

日

本
文
化
学

部
・
言

語

文

化
学
科
】

第
十
二

号

　
二

〇
〇
四

年

42

　
　
学
研
究
紀
要
」

四、
　一
九

九
六
・
．

二）

（
2）

柳
田

國

男

『

昔

話

と

文
学
』

（
『

柳
田

國
男
全
集
9
』

筑

摩
書
房、
一
九
九
八）

（
3）
　

拙
稿
「

『

竹
取
物

語
』

主

題

考
（
『

明
星
人
学
研
究

紀
要
』

二、
一
九

九
四、

拙
稿
「

物
話
の

出

て

　
　
来
は

じ

め

の

祖
」

（
後

藤
祥
子
他
編
『
平

安
文
学
の

想

像
力
・
論
集

平
安
文

学
5
』

勉
誠
出
版、
二

　
　
〇

QO
）

（
4）
　

中
村
真一
郎
『

王

朝
の

文

学
』

（
新

潮
文

庫）
（
新
潮
社
刊、

昭
和
42）

（
5）
　
（

3）
の

拙
稿
参
看。

（
6）
　
（

4）

を

参
看。

付
記、

原
文
か

ら

の

引
用
は、

岩

波
版
新
日

本

古

典
文

学
大

系
『

竹
取
物
語
』

（

堀
内
秀
晃

校

注）
に

依

　
　
る。

N 工工
一Eleotronio 　Library 　Servioe

Meisei 　


