
21
世
紀
の
今
も
多
く
の
人
々
か
ら
愛
さ
れ
て
い
る
紫
式
部
の
古
典
文
学「
源
氏

物
語
」。著
名
な
作
家
に
よ
る
現
代
語
訳
が
数
多
く
生
ま
れ
、ま
た
、原
文
に
親

し
む
熱
烈
な
フ
ァ
ン
も
増
え
て
い
ま
す
。こ
の
浪
漫
あ
ふ
れ
る
物
語
が
誕
生（※

）

し
て
か
ら
今
年
で
ち
ょ
う
ど
1
千
年
を
迎
え
、記
念
イ
ベ
ン
ト
が
各
地
で
開
催

さ
れ
て
い
ま
す
。大
津
市
で
は
石
山
寺
を
中
心
に「
源
氏
物
語
千
年
紀 

in 

湖
都

大
津
」が
開
催
中
。こ
の
機
会
に
長
く
読
み
継
が
れ
て
き
た「
源
氏
物
語
」と
湖

国
の
魅
力
に
ふ
れ
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
。

（※）寛弘元年（1004年）、紫式部が大津の石山寺に参籠し、琵琶湖に映る中秋の名月を見て新しい
物語の着想を得たといわれています。それは「源氏物語」の須磨・明石の巻に生かされ、その後、五
十四帖からなる壮大な長編小説「源氏物語」が完成。寛弘5年（1008年）11月1日の紫式部の日記に
は「若紫」「源氏」という言葉の記述があり、宮中で「源氏物語」が読まれていたことがうかがえます。
これが「源氏物語」を確認する最古の記録とされていて、その年から数えて今年で1千年になります。

期間：3月18日（火）～12月14日（日）　会場：石山寺

イベントがもりだくさん！
ようこそ「源氏物語」の世界へ

源氏夢回廊

□豊浄殿

「源氏物語」生誕の地といわれている大津市で「源氏物語千年紀 in 湖都大津」が3月18日に
開幕しました。そのメーン会場となる石山寺は、紫式部とゆかりが深く、この地で「須磨・明石
の巻」の着想を得て「源氏物語」を書き始めたと伝えられています。多彩なイベントがもりだく
さんの石山寺で「源氏物語」の世界に浸ってみませんか？

石山寺の東大門から志納所までに位置する塔頭「世尊院」
「明王院」「密蔵院」「公風園」を主会場に、平安王朝期の華やか
さを再現した“源氏夢回廊”を展開。趣向を凝らしたさまざまな
展示が実施されます。明王院では「田辺聖子源氏物語文学館」と題し、
現代語訳を手掛けた作家・田辺聖子さん原作で、宝塚歌劇団で上演された際の衣装
などを展示。世尊院では、日本刺繍による「源氏物語展」や映画『千年の恋』で紫式部
を演じた女優・吉永小百合さんの衣装やインタビュー映像も紹介する「紫式部・千年の
恋館」を催します。また、密蔵院は「未来千年館」として、
現代アート作家による源氏物語の絵画や彫刻
を展示予定。

紫式部展（特別展示）　料金／大人200円※石山寺入山料別途
春展　3月18日（火）～6月10日（火）
夏展　6月20日（金）～8月20日（水）
秋展　9月1日（月）～12月14日（日）※期間中展示替えのため休館あり
石山寺に所蔵されている源氏物語・紫式部等に関する宝物を展示します。

□光堂
有馬稲子奉納講演「源氏物語」朗読
4月20日（日）定員150名　有料（4,500円・入山料込）
志じみ寄席　出演／桂九雀
4月27日（日）定員150名　有料
※その他、源氏物語に関するセミナーなど毎月1回開催予定。

□淳浄館
紫式部「恋歌つづり展」　入館無料
3月18日（火）～12月14日（日）
源氏物語に登場する代表的な和歌を源氏絵
巻とともにパネル展示します。

書写「源氏物語」体験　キット代／各1,000円
3月18日（火）～12月14日（日）
江戸時代前期の貴顕が五十四帖を一帖ずつ
分担書写した、石山寺所蔵「寄合書源氏物
語」から石山寺ゆかりの巻「須磨」「関屋」の書
写体験ができます。

■ 石山寺入山料
　大人500円、中高生500円、小学生250
円
■ 紫式部展
　大人200円、中高生200円、小学生100
円
■ 源氏夢回廊
　大人600円、中高生500円、小学生300

●滋賀県立近代美術館
　□4月29日（火・祝）～6月29日（日）
　「人間国宝 志村ふくみ 源氏物語を織る（仮題）」常設展
●大津市歴史博物館
　□7月13日（日）～8月24日（日）
　「石山寺と湖南の仏像-近江と南都を結ぶ仏の道-（仮題）」
●滋賀県立図書館
　□5月1日（木）～25日（日）、6月4日（水）～29日（日）
　　7月24日（木）～8月31日（日）、10月1日（水）～26日（日）
　源氏物語や紫式部に関する展示会
●記念講演会（大津プリンスホテル）
　□9月14日（日）
　テーマ「源氏物語の生まれた淡海」
　講師：瀬戸内寂聴氏

●お問い合わせ
源氏物語千年紀 in 湖都大津実行委員会事務局
☎077-511-1500
http://www.otsucci.or.jp/genji/
社団法人びわ湖大津観光協会
☎077-528-2772
社団法人石山観光協会
☎077-537-1151

日本刺繍による「源氏物語展」（世尊院）
吉岡幸雄衣裳展
「源氏物語の色～千年を超えて」（世尊院）

紫式部・千年の恋館（世尊院）

田辺聖子源氏物語文学館（明王院）

未来千年館（密蔵院）

オープンカフェ（公風園）

3月18日（火）～4月14日（月）
5月16日（金）～5月30日（金）

4月19日（土）～5月11日（日）

6月4日（水）～12月14日（日）

3月18日（火）～12月14日（日）

3月18日（火）～12月14日（日）

3月18日（火）～12月14日（日）

源氏物語千年紀 in 湖都大津
「大本山石山寺会場」入場料

その他の関連イベント

この夏、琵琶湖と「源氏物語」を環境問題の観点からアプローチ
するシンポジウムを遊覧船ビアンカ船上で開催します。「源氏物
語」に描かれた植物や動物などを取り上げ、千年前の命がいま
も息づいている事実と、それらの命をさらに千年後の未来につ
ないでいくために、いまある自然環境を保ち続けていく必要性を
メッセージとして発信。JT生命誌研究館館長・中村桂子氏の基
調講演とパネルディスカッションを予定しています。

船上から環境保護のメッセージ発信！

源氏物語千年紀 in 湖都大津
シンポジウム～源氏物語千年の命をつなぐ（仮題）
7月12日（土）　ビアンカ船上にて

湖
都
・大
津
に
よ
み
が
え
る

「
源
氏
物
語
」の
千
年
浪
漫
。

▲石山寺東大門（写真提供/大津市観光振興課）

▲土佐光起「紫式部図」（部分・石山寺所蔵）

イラストは「源氏夢回廊」のイメージです

マスコットキャラクター

『おおつ光ルくん』誕生！
大津生まれの光ルくんは21世紀版光
源氏。一見ホンワカしているけど、実
は、歌が詠めてスポーツだって得意
な、なんでもこなせる元気な子ども。
この「おおつ光ルくん」が「源氏物語
千年紀in湖都大津」のマスコットとし
て、イベントなどいろんなシーンをご
案内します。

源氏物語千年紀特集

Special Issue

源氏物語千年紀 in 湖都大津
「大本山石山寺会場」入場料
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KEIBUN文化講座で平成11年秋から17期にわたり「源氏物語を読む」の講師を務め、受講生の皆さんから好評をい
ただいた園田学園女子大学教授・福嶋昭治さん。「源氏物語千年紀」を記念して今年7月に特別講座を開講します。
今回、誌上で「源氏物語」の魅力や「源氏物語千年紀」の楽しみ方などを語っていただきました。

受
講
い
た
だ
い
た
方
は
私
よ
り
人

生
の
先
輩
が
多
く
い
ら
っ
し
ゃっ
て
、

「
源
氏
物
語
」の
世
界
を
よ
り
深

く
受
け
止
め
て
も
ら
え
た
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。若
い
頃
に
読

ん
で
も
面
白
い
け
れ
ど
、自
分
が

そ
れ
な
り
に
い
ろ
ん
な
経
験
を
積

ん
で
、さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
造
詣

が
深
く
な
っ
て
き
た
と
き
に
、も
っ

と
奥
行
き
が
見
え
て
く
る
こ
と
っ

て
あ
り
ま
す
よ
ね
。す
ぐ
れ
た
芸

術
作
品
と
い
う
の
は
、受
け
止
め

る
側
が
深
く
な
れ
ば
、相
手
も
よ

り
深
さ
を
見
せ
て
く
れ
る
。「
源
氏

物
語
」に
は
そ
う
い
う
面
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

ど
こ
に
で
も
あ
り
そ
う
で
気
づ
い

て
い
な
い
、表
に
は
現
れ
に
く
い
心

の
働
き
な
ど
、今
も
決
し
て
変
わ

る
こ
と
の
な
い
人
情
の
機
微
が
き

ち
ん
と
書
き
留
め
ら
れ
て
い
る
こ

と
で
し
ょ
う
。そ
れ
に
は
私
た
ち

も
共
感
で
き
る
し
、文
字
表
現
と

い
う
か
た
ち
を
通
し
て
物
事
の
本

質
を
教
え
ら
れ
る
。そ
う
い
う
こ

と
に
よ
っ
て
、自
分
の
ま
わ
り
が
よ

り
き
め
細
や
か
に
見
え
て
き
て
、

心
が
豊
か
に
な
っ
て
く
る
ん
じ
ゃ
な

い
で
し
ょ
う
か
。も
う
ひ
と
つ
は
季

節
感
で
す
ね
。私
た
ち
は
季
節
と

い
う
も
の
の
実
感
と
離
れ
て
人
間

関
係
っ
て
ど
う
も
作
れ
な
い
。私
た

ち
の
持
っ
て
い
る
季
節
感
と
い
う
も

の
は「
源
氏
物
語
」で
確
立
さ
れ
て

い
る
と
思
う
。例
え
ば
、源
氏
か
ら

愛
さ
れ
生
涯
を
と
も
に
し
た
紫
の

上
は
一
貫
し
て
桜
の
花
に
例
え
ら

れ
て
い
ま
す
。人
の
心
に
与
え
る

明
る
さ
や
懐
か
し
さ
、何
と
も
愛

し
い
も
の
と
い
う
春
の
桜
の
イ
メ
ー

ジ
は
、千
年
た
っ
た
今
も
ま
っ
た
く

変
わ
って
い
ま
せ
ん
か
ら
ね
。

現
代
と
は
も
ち
ろ
ん
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン

も
違
う
し
、食
べ
て
い
る
も
の
も
違

う
。そ
う
い
う
も
の
へ
の
興
味
は
あ

り
ま
す
よ
ね
。「
源
氏
物
語
」で
描

か
れ
た
人
間
観
は
千
年
た
っ
て
も

変
わ
ら
な
い
も
の
だ
け
ど
、今
に
は

な
い
千
年
前
の
世
界
の
さ
ま
ざ
ま

な
出
来
事
に
ふ
れ
る
、そ
れ
は
ま

た
楽
し
い
こ
と
で
も
あ
る
。知
識

と
し
て「
知
る
」こ
と
で
、物
語
を

よ
り
膨
ら
ま
せ
て
読
む
、そ
う
い

う
楽
し
さ
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。

千
年
に
わ
た
り
読
み
継
が
れ
て
き
た
理
由
は

現
代
に
も
通
じ
る
人
情
の
機
微
と
季
節
感

物
語
の
中
で
は
光
源
氏
や
薫
が
石

山
詣
を
し
て
い
て
、石
山
寺
が「
源

氏
物
語
」の
中
で
大
切
な
位
置
づ

け
を
さ
れ
て
い
る
の
は
間
違
い
あ

り
ま
せ
ん
。「
関
屋
」の
巻
で
は
、石

山
寺
に
行
く
た
め
に
逢
坂
の
関
を

光
源
氏
は
越
え
、そ
こ
で
空
蝉
と

い
う
人
に
再
会
す
る
場
面
が
あ

る
。ま
た
、紫
式
部
自
身
が
若
い
と

き
、国
司
と
し
て
越
前
に
赴
任
す

る
父
・
藤
原
為
時
に
同
行
し
て
い

る
の
で
す
が
、打
出
の
浜
と
い
わ
れ

た
浜
大
津
か
ら
塩
津
ま
で
船
で
旅

を
し
て
い
て
、紫
式
部
と
ゆ
か
り
が

深
い
わ
け
で
す
ね
。そ
う
い
う
源

氏
ゆ
か
り
の
場
所
へ
お
出
か
け
に

な
る
際
に
、物
語
で
ど
ん
な
風
に

描
か
れ
て
い
る
場
所
な
ん
だ
ろ
う

と
ち
ょっ
と
興
味
を
持
っ
て
い
た
だ

け
れ
ば
、「
源
氏
物
語
」の
文
章
に

親
し
ん
で
い
た
だ
く
き
っ
か
け
に
な

る
か
も
し
れ
な
い
。本
当
は
原
文

な
ど
引
用
し
た
解
説
が
、そ
れ
ぞ

れ
の
場
所
に
用
意
さ
れ
れ
ば
い
い

ん
で
す
け
ど
ね
。

̶
̶

K
E
I
B
U
N
文
化
講
座
で

長
き
に
わ
た
り「
源
氏
物
語
」の
講
師

を
務
め
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。終
え

ら
れ
た
ご
感
想
は
い
か
が
で
す
か
。

̶
̶

「
源
氏
物
語
」が
千
年
た
っ
た

今
も
、こ
れ
だ
け
多
く
の
人
に
愛

さ
れ
、読
み
継
が
れ
て
き
た
理
由

は
な
ん
で
し
ょ
う
か
。

̶
̶

さ
ま
ざ
ま
な
作
家
に
よ
る
現

代
語
訳
も
た
く
さ
ん
出
版
さ
れ

̶
̶

7
月
に
は「
源
氏
物
語
千
年

紀
」の
特
別
講
座
が
催
さ
れ
ま
す
。

抱
負
を
お
聞
か
せ
く
だ
さ
い
。

私
は
や
は
り
原
文
で
読
ん
で
い
た

だ
き
た
い
。そ
れ
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
の

表
現
に
し
か
な
い
迫
力
が
あ
る
ん

で
す
。慣
れ
る
ま
で
は
ち
ょっ
と
大

変
で
す
が
、慣
れ
れ
ば
原
文
の
も
っ

て
い
る
魅
力
は
十
分
に
味
わ
っ
て
い

た
だ
け
る
と
思
う
。た
だ
、全
部

読
め
ば
80
万
字
、原
稿
用
紙
に
し

て
2
千
枚
ぐ
ら
い
の
分
量
で
す
か

ら
、そ
れ
を
通
し
て
読
む
の
は
な
か

な
か
で
き
な
い
。歌
舞
伎
に
は
通
し

狂
言
と
いって
本
当
は
長
い
物
語
が

あ
り
ま
す
が
、○
○
○
○
の
段
と

か
そ
の一
部
だ
け
を
鑑
賞
す
る
楽

し
み
方
が
あ
り
ま
す
よ
ね
。「
源

氏
物
語
」も
そ
ん
な
風
に
楽
し
ん

で
も
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
で
し
ょ
う

て
い
ま
す
が
、や
は
り
原
文
が
い
い

の
で
し
ょ
う
か
。

か
。一
場
面
一
場
面
の
中
に
心
ひ
か

れ
る
描
写
が
ち
ゃ
ん
と
あ
り
ま
す

か
ら
。

定
例
の
講
座
で
は
8
年
半
か
け
て

五
十
四
帖
を
読
み
終
え
ま
し
た

が
、そ
の
時
点
で
受
講
生
の
皆
さ

ん
が
も
う
一
度
振
り
返
り
た
い
と

お
っ
し
ゃっ
て
い
る
の
で
、今
回
は
ダ

イ
ジ
ェス
ト
の
よ
う
な
か
た
ち
で
全

4
回（
各
1
時
間
30
分
）、定
例
の

講
座
と
は
ま
た
違
う
ア
プ
ロ
ー
チ

の
仕
方
で
源
氏
を
読
ん
で
み
た
い

と
思
い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
ダ
イ
ジ
ェ

ス
ト
と
いっ
て
も
や
は
り
原
文
と
い

う
も
の
に
ふ
れ
て
、そ
の
魅
力
は

し
っ
か
り
お
話
し
し
た
い
。「
6
時

間
で
読
む
源
氏
」と
い
う
こ
と
で

す
ね（
笑
）。

「
源
氏
物
語
千
年
紀
」は
ま
さ
に
千
載
一
遇
！

湖
都
大
津
で「
源
氏
物
語
」の
世
界
を
逍
遥

「源氏物語」と紫式部ゆかりの地へ

❶

❷ ❸

福嶋 昭治（ふくしま・しょうじ）
1948年生まれ。71年大阪大学文学部国文学科卒業。75年大
阪大学大学院文学研究科修士課程国文学専攻修了。大阪府
立高等学校国語科教諭を経て、園田学園女子大学へ。現在、
同大学人間健康学部教授。専攻は平安時代文学・貴族日記。
主な著書は『物語文学の系譜』（世界思想社）『長能集註釈』
（塙書房）『日本語の表現と工夫』（双文社）『平安文学選』（和
泉書院）『御堂関白記全注釈』（高科書店）など（いずれも共
著）。季刊ムック「京都」（扶桑社）に誌上カルチャー講座「源氏
物語」を連載中。KBSラジオで「ぞっこん源氏物語」放送中。

̶
̶

大
津
市
で
は「
源
氏
物
語
千

年
紀 

in 

湖
都
大
津
」が
開
催
中

で
す
。滋
賀
で「
源
氏
物
語
」の
世

界
を
も
っ
と
深
く
楽
し
む
た
め
の

ア
ド
バ
イ
ス
を
い
た
だ
け
ま
す
か
。

prof i le

KEIBUN文化講座でおなじみ
福嶋昭治教授の「源氏物語」ふたたび。
̶
̶

そ
の
一
方
で
、絵
巻
な
ど
に
も

描
か
れ
て
い
る
煌
び
や
か
な
王
朝

文
化
な
ど
、今
か
ら
は
想
像
で
き

な
い
世
界
も
あ
り
ま
す
よ
ね
。

き
ら

石山寺の桜。「源氏物語」では紫の上は一貫して桜の花に例えられている。
（写真提供/大津市観光振興課）

う
つ
せ
み

❸深坂古道（西浅井町・福井県敦賀市）
父に同行して越前へ向かう際、紫式部が塩津から敦
賀へ抜けた古道。峠を越え敦賀市側に下ったあたりに
紫式部の歌と詞書の説明板がある。

❷白鬚神社の紫式部歌碑（高島市）
越前の国司として父が赴任する際、同行した紫式部が
白鬚浜付近で「三尾の海に網引く民のてまもなく立ち
居につけて都恋しも」と詠んだ。

❶逢坂の関跡（大津市）
「関屋」の巻では須磨から帰京した光源氏がお礼参り
に石山詣した際、峠の逢坂の関でかつて一夜の契りを
かわした空蝉と再会する。
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