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今
井

源
衛
著

『
紫

式

部

』

西

丸

妙

子

う一

 

本
書

の
目
次

は
左

の
通
り
.て
あ

る
。

一
、

そ

の
時

代

二
、

家
系

三
、
生

い
立
ち

四
、
青

春

・
未
婚

時

代

五
、
結
婚

生

活

六
、
寡

居
時

代

七
、

『
源

氏
物

語
』

の
起

筆

八
、
宮
仕

え

生
活

九

、

『
源
氏
物

語
』

の
展
開

と

『
紫

式
部

日
記
』

十
、

晩
年

十

一
、
人

と
し

て

の
紫

式
部

十

二
、

女
性

観

・
教
育

観

十

三
、

『
源
氏
物

語
』

の
享

受
と

紫
式
部

観

の
変

遷

本

書

は

「
人
物

叢
書

」

の

一
冊

と
し

て
書
か

れ

た
も

の
で

あ
り

、
初
学

の
者

に
も
興

味
深

く

、
し
か

も
わ

か
り

易
く

と

い
う

配
慮

が
な

さ
れ

て
い

る
。
内

容
は

"
紫

式
部

の
す

べ
て
"
で

あ

っ
て
、
す

で

に
御

発
表

に
な

っ

た

著
者

の
教
多

く

の
学
術

論

文
を

骨
格

と
さ

れ
、

さ

ら

に

『
紫
式

部

日
記

』

と

『
紫
式

部
集

』

の
鋭

い
洞
察

に
よ

る
式

部

の
内

面

把
握

、
ま

た
、
式

部

に

つ
い
て
は

現
在

こ
れ

以
上

は
見
出

せ

な

い
で
あ

ろ

う
と

思
わ

れ

る
程

丹

念

に
集
め

ら

れ
た

、
百

を
越

す
資

料

に
よ
り

実

証

・
裏
付

け
が

な

さ
れ

て
い

る
。
そ

れ
ら

に

よ

っ
て
再
構

成

さ
れ

た
式

部

の
姿

は
、

背
景

と

な
る

家

庭

や
社
会

の
多

角

的
記
述

と

も
相

ま

っ
て
、
千

年

の
昔

の
人

と
も

思
え

な

い
程
鮮
明

な

も

の
で

あ

る
。

以
下

、
著

者

の

ユ

ニ
ー

ク
な
御

考
察

の
ほ

ん

の

一
端

を
紹
介

さ

せ

て
い
た

だ
く

。
(数

字

は

目
次

の
番

号

に

よ
る
。
)

二
、

に
お

い
て
は

、
父

方

母
方

共

に

文
人

、
歌

人

と
し

て
名

を
知

ら

れ

る
者

は
多

い
が

、

こ
と

に
式
部

の
父

為
時

の
祖

父

で

、
文

事

風
流

に

一
世

を

風
靡

し
た

中
納

言
兼

輔

の
存

在
は

、

一
族

の
人

々

の
意

識

に
、

家
門

に

対

す

る
誇
り

を
抱

か

せ

る
も
と

と

な

っ
て

い
た

の
で

は

な

い
か
。

ま

た
式

部

の
伯

父
で

、
歌

に
秀
で

、
物

語

好
き

の
為

頼

の
存

在

は
、

式
部

が

『
源

氏
物

語

』
を
書

く

こ
と
が

で
き

た

一
つ
の
要
素

と

し

て
無

視

で
き

な

い
。

ま

た

こ
れ
ら

一
族

の
人

々

の
歌
や

体
験

の

い
く

つ
か

は
物

語

中

に
生

か

さ

れ

て

い
る

こ
と
も

の

べ
ら

れ
る
。

三
、

出

生
は

天
禄

元
年

と

さ
れ

、

「
こ
れ

は
従

来

の
通

説

よ
り

は

八
年

、

岡

一
男
氏

の
説

よ
り

三
年
出

生

を
く

り
あ

げ

る

こ
と

と
な

」

っ
て

い
る
。

そ

の
根

拠

の

一
つ
は
、

通

説

の
基

礎

と

な

っ
て
い
た

『
紫

家

七
論

』

に

つ

い

て

の
誤

解
を

正
さ

れ

る

こ
と

に
よ

り
、

二
に

は
、

日
記

中

に
見

え

る
年

齢

に
関
係

あ

る
記

事

に

つ
い

て

の
検

討

を
さ

れ

、
特

に
、

三
に
は

、

日
記

中

の
今
ま

で
難

解

で
あ

っ
た
個

所

の

一
つ
に

「
め

く
ら

う

て
」

の
本

文

を

善

本

に
よ

っ
て
選

ば

れ
、

そ

れ

は
老
眼

に
な

る

こ
と

だ

と
し

て
、

そ

の
年

令

を

医
学

上

よ

り
証

明

さ
れ

た

こ
と

に
よ

る
。

四
、
で

は

、

二
十

三
才

ご

ろ

に
式
部

に

も
恋
愛

の
体
験

が

あ

る
だ

ろ

う
。

そ

の
後

、
父

と
共

に
越
前

へ
下

っ
た

の
は

、
式
部

に
と

っ
て
都

に
居

づ
ら

い
思

い
を

さ
せ

る

こ
と

、
即

ち

、
後

の
夫
宣

孝

と

の
交
渉

が
縫

れ

て
い
た

の
で

は
な

い
か

と
考

え

ら
れ

て
い
る
。

四
-

五
辺
り

で

は

こ
と

に
今

ま
で

朦
朧
と
し

て

い
た
式

部

の
若

き

日

の
姿

を

生
き

生
き

と

知

る

こ
と
が

で
き

る
。

こ
れ

程

は

っ
き

り

と
言

え

る
も

の
だ

ろ

う

か
と

い
う

懸
念

を
も

た
れ

る
方
も

あ

る
か

も

し

れ
な

い
が

、
家

集

の
歌

に

つ
い

て

の
深

く
確

実

な
著



者

の
解

釈

は
、

十

分

に
客
観

性

を
持

つ
資

料

た
り

え
よ

う
。

な

お
、

ほ
と

ん
ど

の
歌

の

口
訳

が
付

さ

れ

て

い
る

の
も

読
者

に
と

っ
て

は
あ
り

が

た

い

六

、

三
年

足
ら

ず

の
結
婚

生

活
で
寡

婦

と

な

っ
た
式

部
は

、

不
幸

に
め

げ

ず
強

靱

に
生

き

抜

い

て
ゆ
く

の
だ
が

、
そ

の
頃

に
は

、

人
間
を

「
身
と

心

と

い
う

二
元
的

存
在

と

見

、
両
者

の
相

関

関
係

の
中

に

自
分

の
具

体
的

姿

を

見
出

し

」

て
お

り
、

「
知

的
客

観
的

な

人
間
把

握

」
が

し

っ
か
り

と

な
さ

れ

る
よ
う

な
人

で
あ

っ
た
と
彼

女

の
心
理

を
掘

り
下

げ
ら

れ

る
。

七

、
式
部

が
書

を
読

む
だ

け

に
は
飽
き

足
り

ず
、
自

ら
物

語

を
創
作

し

ょ
う
と

し
た

動
機

は

、

「
式
部

の
生
命

力
が

夫

の
死
を

機
と

し

て
凍
結

の

危

機

に
さ
ら

さ
れ

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
猛
然

と

そ
れ
を

拒

み
、
彼
女

を

し

て
積
極
的

に
み

ず
か
ら

生
き

よ
う
と
決

意
し

、

そ
れ
を

実

行
さ

せ
た
と

こ

ろ
に

こ
そ
在

る

の
で
は

な
か

ろ
う
か

」
と

い
わ
れ

、
や

が

て
現
実
社

会

や

己

れ

の
心

情
を

自
由

に
綴

れ

る
物
語

を
書

く

こ
と

を
心

の
支

え
と
し

て
生

き

て
ゆ
く

こ
と

に

な
る
。

八
、
式

部
が

宮
仕

え
を

す

る
数

年
前

よ
り

、
栄
華

の
極

み

に
あ

っ
た
道

長

は
文

事

に
心

を

い
れ

る
よ
う

に
な
り

、
中

で
も
書

物

の
蒐
集

を
盛

ん

に

や
り

出
し

た
。
殊

に
寛

弘

二
年
ご

ろ

大
規

模

な
集
書

を

思
い
立

っ
た

ら
し

い
が

、
式
部

の
出
仕
が

求
め
ら

れ
た

の
は
、

そ

の
準
備

の
た

め
と

、
さ
ら

に
は
彼

女

の
才
能

の
す

ば
ら

し
さ

や
、
物

語
を
書

い
て

い
る

こ
と
な

ど
も

す

で

に
知
ら

れ

て

い
た
と

す
れ
ば

、

中
宮

彰
子

や
妊
子

に
と

っ
て
も
役

に

立

つ
人

物
で

あ

る
と
考

え

ら
れ

た

こ
と

に
よ
り

、
み
ず

か
ら

は

宮
仕

え
を

望
ま

な

か

っ
た
式

部
も

、

つ
い
に
寛

弘

二
年

末
出

仕
さ

せ
ら

れ

た
。
し

か

し
ま

も

な
く

退
出

し

、

一
時

家

に
居

た

の
は
、

式
部

に
は
宮

仕

え
す

る
前

後

に
愛

人
が

あ
り

、

そ

の

こ
と

が
原
因

し

て
い

る

の
で

は
な

か

ろ
う
か

と

い

っ
た
種

々
の
新

し

い
考
察

が
展

開
さ

れ

て
い

る
。

十
、

式
部

の
名
が

文
献

に
見

え
る
最

後

の
も

の
は
、

実
資

の

『
小
右

記

』

の
長
和

二
年

五
月

二
十

五

日
で

あ

る
が
、

実
資

は
そ

れ
以
前

か

ら
彰

子

へ
の
用
件

の
取

り
次

ぎ
を
式

部

に
頼

ん
で

い
た

ら
し

い
。

し
か

し
、

道
長

と

娘
彰
子

と

の
仲
が

悪

く
な

る
と
、

式
部

は
道
長

に

よ

っ
て
取
り
次

ぎ
役

を

免
ぜ

ら

れ
た

の
で
は

な

い
か

、

そ
う
し

て

こ
れ
を
期

に
長

和

二
年
十
月

初

め

ご

ろ

ま

で

に
宮

仕

え

を
や

め

た

の
で
あ

ろ

う
と

さ

れ
た
の
も
著

者

の
新

説

で
あ

る
。

ま

た
そ

の
面
か

ら
、
古

来
式

部

は
道
長

の
妾

で
は

な
か

っ
た
か

と

い
う
説

が
あ

っ
た

の
を

否
定

さ
れ

、
道
長

に
対

し

て
批
判

・
対

抗
者
で

あ

っ
た
実

資

に
深

い
信

用
を
受

け

て
い
た
式

部
で
あ

れ
ば

、
道

長

と

の
情

交

は
考

え
ら

れ
な

い
と

い
う
証
拠

を

示
さ

れ
た
。

十

一
、
で

は

、
幸
薄

く

、
人

か
ら
愛

さ
れ

る

こ
と

の
乏

し
か

っ
た

生
活

が
、
式

部

の
矛
盾

と

も
見

え

る
複

雑
な

心
理

を
作
り

出
し

、
愛

の
渇
き

を

満

た

そ
う

と
し

て
書

い
た

『
源
氏

物

語
』

に
は
、
女

ら
し

い
愛

の
心
が

披

渥
さ

れ
、

一
方

、
日
記

に
は
冷

や

や
か
な

仮
借
な

い
人
間
観

察

の
記
述

と

し

て
あ

ら
わ

れ

て
き

て

い
る

の
で
あ

ろ
う
と

述

べ
ら

れ

て
い

る
。

な

お
巻
末

に
は
関

係
諸
系

図

、
略
年

譜
、

主
要
参

考
文
献

が

添
え

ら
れ

て
い
る
が

、

こ
と

に
式
部

に
関

す
る
年

譜
は
初

め

て
著
者

に
よ

っ
て
作

ら

れ
た

も

の
で
あ

る
だ

け

に
、
本
書

の
内

容
を

著
者
が

い
か
に
確

信
を

持

っ

て
世

に
問

わ
れ

た
も

の
で
あ

る
か
と

い
う

こ
と
が

う
か
が

え

よ
う
。

以
上
、
頁

数

の
都
合

も
あ

り

、
あ
ま

り

に
も
僅
か

な

部
分
し

か
述

べ
ら

れ

な
く

て
残
念

で
あ

る
が

、
そ

れ

に
も

ま
し

て
、
今

井
先

生

の

日
頃

の
お

導
き

に
も

か
か

わ
ら

ず
不
勉

強

の
私

に
は
、
本

書

の
学

問
上

の
真
価

の
多

く
を

見
落

し

て
い
る

こ
と

と
思

う
。

深
く
お
詫

び
申

し
あ

げ

る
。

(
昭
和

四
十

一
年

三
月

、
吉

川
弘
文

館
刊

、

三
六

〇
円

)

一一


