
『
紫
式
部
日
記
』
は
、
紫
式
部
の
仕
え
た
一
条
天
皇
の
中
宮
彰
子

が
、
出
産
の
た
め
に
里
下
り
し
た
寛
弘
五
年
（
西
暦
一
○
○
八
年
）

秋
七
月
か
ら
、
同
七
年
正
月
ま
で
の
約
一
年
半
の
記
録
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
貴
族
全
盛
時
代
の
、
宮
廷
貴
族
た
ち
の
生
活
や
思
想
の
実

態
を
具
体
的
に
知
る
こ
と
が
で
き
る
点
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
敦
成

（
あ
つ
ひ
ら
）
親
王
ｌ
後
の
後
一
条
天
皇
ｌ
の
出
産
と
そ
れ
に
引
き

続
く
産
養
（
う
ぶ
や
し
な
）
い
の
描
写
は
、
迫
真
力
が
あ
る
。

藤
原
道
長
に
と
っ
て
、
娘
彰
子
が
一
条
天
皇
の
御
子
を
懐
妊
し
た

の
は
た
い
へ
ん
な
喜
び
で
あ
っ
た
。
安
産
で
し
か
も
な
お
そ
の
御
子

が
皇
子
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
摂
関
政
治
へ
の
宿
願
が
叶
え
ら
れ

る
こ
と
に
な
る
か
ら
だ
。
し
か
し
出
産
は
、
当
時
に
あ
っ
て
は
死
亡

率
の
か
な
り
高
い
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ
の
危
険
を
無
事

突
破
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
日
記
の
冒
頭
は
、
秋
色
新
た

『
紫
式
部
日
記
』
の
出
産
・
産
養
い
に

見
ら
れ
る
医
療
思
想

長

瀬

治

な
道
長
の
土
御
門
邸
に
、
安
産
祈
願
の
た
め
の
不
断
経
の
声
が
朝
の

冷
気
の
中
に
流
れ
る
描
写
か
ら
始
め
ら
れ
る
。
や
が
て
五
壇
の
み
ず

法
も
開
始
さ
れ
、
僧
正
が
二
○
人
の
伴
僧
を
率
い
て
加
持
を
行
う
。

法
住
寺
の
座
主
や
へ
ん
ち
寺
の
僧
都
も
登
場
す
る
。
八
月
二
十
日
過

ぎ
に
な
る
と
上
達
部
や
殿
上
人
も
御
殿
に
宿
直
し
て
読
経
に
美
声
を

競
い
あ
っ
た
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
中
で
の
御
産
所
は
白
一
色
、
君
達
・
殿
上
人
も
続
食
と

詰
め
か
け
る
。
中
宮
に
と
り
つ
い
て
い
る
（
と
信
じ
て
い
た
）
物
の

け
を
よ
り
ま
し
童
子
に
移
す
騒
ぎ
が
あ
る
。
こ
れ
に
は
修
験
道
の
行

者
や
陰
陽
師
も
す
べ
て
残
り
な
く
集
め
ら
れ
て
、
修
験
祈
祷
が
行
わ

れ
る
。
そ
う
し
た
も
の
も
の
し
い
中
で
、
九
月
十
一
日
、
顕
官
高
僧

と
こ
ろ
狭
し
と
詰
め
か
け
る
中
で
、
安
産
を
祈
っ
て
中
宮
は
頭
髪
を

剃
り
落
と
し
て
受
戒
し
、
散
米
白
く
ま
き
散
ら
さ
れ
る
。
僧
も
俗
も

い
ち
だ
ん
と
読
経
の
声
を
張
り
あ
げ
る
中
で
出
産
な
さ
る
。
後
産
に

は
ま
た
ま
た
「
物
の
け
」
の
「
ね
た
み
の
の
し
る
声
」
が
気
味
悪
く

聞
こ
え
、
僧
や
験
者
が
そ
れ
を
必
死
に
鎮
定
す
る
さ
ま
を
も
詳
し
く

記
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
を
通
じ
て
、
出
産
時
に
も
っ
と
も
恐
れ
た
の

は
「
物
の
け
」
で
あ
り
、
そ
れ
を
抑
え
る
た
め
に
修
験
道
の
験
者
ら

の
強
力
な
祈
祷
が
行
わ
れ
る
。
出
産
時
の
最
大
の
恐
怖
は
「
物
の
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怪
」
で
あ
っ
た
と
理
解
さ
れ
る
。

そ
の
後
あ
ら
た
め
て
御
湯
殿
の
儀
式
が
あ
り
、
女
房
が
大
勢
で
奉

仕
す
る
。
宮
中
か
ら
は
勅
使
が
御
剣
を
持
参
す
る
。
「
御
ほ
ぞ
の
緒
」

を
竹
刀
で
切
る
役
は
道
長
が
当
た
る
。
「
御
乳
つ
け
」
す
な
わ
ち
は

じ
め
て
授
乳
さ
せ
申
す
役
は
橘
の
三
位
徳
子
。
さ
ら
に
は
乳
母
た

ち
。
あ
ら
た
め
て
ま
た
「
御
湯
殿
」
の
儀
が
行
わ
れ
る
が
、
奉
仕
の

女
房
も
白
衣
、
御
湯
桶
の
台
も
、
女
房
の
元
結
い
も
す
べ
て
白
色
。

こ
の
時
の
奉
仕
の
人
々
の
名
だ
け
で
も
た
い
へ
ん
な
数
で
あ
る
。

や
が
て
新
皇
子
は
道
長
が
抱
き
、
御
剣
持
ち
、
虎
の
頭
（
造
り

物
。
こ
の
影
を
産
湯
に
映
し
て
魔
を
払
い
皇
子
の
無
病
を
祈
る
）
持

ち
、
産
衣
の
あ
れ
こ
れ
を
手
分
け
し
て
持
つ
人
々
。
さ
ら
に
散
米
の

儀
が
あ
り
、
「
文
読
む
博
士
」
や
「
弦
打
ち
」
の
役
人
二
○
人
、
と

い
っ
た
あ
り
さ
ま
で
、
そ
の
後
は
産
湯
が
毎
日
朝
晩
二
回
行
わ
れ
る
。

そ
の
あ
り
さ
ま
や
、
奉
仕
の
人
食
の
服
装
か
ら
し
ぐ
さ
ま
で
詳
細
に

描
写
さ
れ
て
い
る
の
は
、
作
者
が
女
性
で
あ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
か
。

つ
い
で
「
産
養
い
」
の
儀
が
、
三
日
、
五
日
、
七
日
、
九
日
、
と

盛
大
に
進
め
ら
れ
て
い
っ
て
、
帝
の
行
幸
が
十
月
十
六
日
に
あ
る
。

船
遊
び
の
奏
楽
な
ど
も
あ
っ
て
、
豪
華
に
そ
の
様
が
描
か
れ
て
い

る
0

十
一
月
一
日
に
は
「
五
十
日
（
い
か
）
の
祝
い
」
、
そ
し
て
皇
居

に
還
御
な
さ
る
の
は
十
七
日
で
あ
る
。

明
け
て
寛
弘
六
年
に
は
宮
中
で
「
御
戴
餅
」
の
儀
な
ど
が
描
か

れ
、
寛
弘
七
年
の
正
月
三
日
も
ま
た
こ
の
儀
が
詳
し
く
書
か
れ
て
い

て
、
こ
の
儀
式
の
重
要
さ
を
感
じ
さ
せ
ら
れ
る
。
日
記
は
さ
ら
に
こ

の
弟
皇
子
の
敦
良
親
王
Ｉ
後
の
後
朱
雀
天
皇
ｌ
の
「
御
五
十
日
」
の

儀
を
も
詳
述
し
て
終
っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
を
通
し
て
考
え
ら
れ
る
こ
と
は
、
近
代
医
学
の
祖
と
な
る

よ
う
な
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
書
き
と
め
ら
れ
ず
、
絶
え
ず
強
調
さ
れ
た

の
は
、
破
魔
、
降
魔
の
祈
祷
医
学
で
あ
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

医
学
の
究
極
の
目
標
は
生
死
の
問
題
で
あ
る
。
と
り
わ
け
皇
子
誕

生
に
は
、
そ
の
時
代
の
医
学
の
全
知
識
が
採
用
さ
れ
る
。
そ
こ
で
、

こ
れ
以
前
や
同
時
代
の
出
産
の
記
録
を
も
参
酌
し
て
、
そ
の
医
療
思

想
を
検
討
し
た
い
。

（
杏
林
大
学
）
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