
～
話
し
合
い
が
続
く
～

　
【
お
礼
の
手
紙
の
原
稿
】

　

拝
啓

　
　
　

す
が
す
が
し
い
秋
晴
れ
が
続
い
て
い
ま
す
が
、
い
か
が
お
過
ご
し
で

し
ょ
う
か
。

　
　
　

さ
て
、
先
日
の
職
場
体
験
の
際
は
、
大
変
お
世
話
に
な
り
ま
し
た
。

　
　
　

体
験
を
通
し
て
、
様
々
な
こ
と
を
教
え
て
い
た
だ
い
た
。
特
に
、
勉

強
に
な
っ
た
こ
と
は
、
お
客
様
に
接
す
る
際
の
心
構
え
に
つ
い
て
で
す
。

体
験
初
日
の
私
は
、
お
店
に
い
ら
っ
し
ゃ
っ
た
お
客
様
に
対
し
て
、
心

の
こ
も
っ
た
挨
拶
が
で
き
ま
せ
ん
で
し
た
。
し
か
し
、
働
い
て
い
る
皆

様
か
ら
「
お
も
て
な
し
の
心
」
に
つ
い
て
教
え
て
も
ら
い
、「
今
の
笑

顔
、
よ
か
っ
た
よ
。」
な
ど
と
励
ま
し
て
い
た
だ
い
た
お
か
げ
で
、
気

持
ち
の
よ
い
挨
拶
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
、
体
験
を
最
後
ま
で
笑
顔
で

や
り
遂
げ
る
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

　
　
　

今
回
の
経
験
を
、
今
後
の
中
学
校
生
活
に
も
生
か
し
て
い
き
た
い
と

思
い
ま
す
。

　
　
　

朝
夕
涼
し
く
な
っ
て
ま
い
り
ま
し
た
が
、
皆
様
、
お
体
を
大
切
に
な

さ
っ
て
く
だ
さ
い
。

Ⅱ

⑴

①
文
末
表
現
は
統
一
す
る
、
と
学
習
し
た
の
で
、
一
か
所
直
す
必
要
が

あ
り
ま
す
ね
。　

と
あ
り
ま
す
が
、【
お
礼
の
手
紙
の
原
稿
】の
中
か
ら
適

切
で
な
い
一
文
節
の
文
末
表
現
を
探
し
、
八
字
で
適
切
な
文
末
表
現
に
書

き
直
し
な
さ
い
。
な
お
、
句
点
も
一
字
に
数
え
ま
す
。（
3
点
）

⑵

②
こ
の
手
紙
の
最
後
に
も
書
い
た
方
が
よ
い
と
思
い
ま
す
。　

と
あ
り

ま
す
が
、
こ
の
発
言
に
つ
い
て
の
説
明
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次

の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。（
3
点
）

ア

直
前
の
発
言
内
容
を
自
分
な
り
の
言
葉
で
ま
と
め
て
い
る
。

イ

課
題
点
を
明
確
に
す
る
た
め
繰
り
返
し
質
問
を
し
て
い
る
。

ウ

自
分
と
相
手
の
意
見
を
比
較
し
共
通
点
を
確
認
し
て
い
る
。

エ

話
し
合
い
の
話
題
や
方
向
を
と
ら
え
て
助
言
を
し
て
い
る
。

⑶

③
結
語　

と
あ
り
ま
す
が
、【
お
礼
の
手
紙
の
原
稿
】の
空
欄
Ⅱ

に

あ
て
は
ま
る
、
拝
啓
と
い
う
頭
語
に
対
応
す
る
結
語
を
、
漢
字
二
字
で
書

き
な
さ
い
。（
2
点
）

　
　
　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（
26
点
）

　

私
た
ち
は
「
自
然
」
と
言
う
と
き
、「
手
つ
か
ず
の
自
然
」「
自
然
の
脅
威
」

な
ど
と
表
現
す
る
。
こ
こ
に
は
た
し
か
に
、
人
間
の
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い

な
い
自
然
環
境
、
あ
り
の
ま
ま
の
動
物
や
植
物
、
山
や
川
な
ど
の
姿
が
イ
メ
ー

ジ
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
し
か
し
翻
訳
研
究
者
の
柳や
な

父ぶ

章あ
き
らに

よ
る
と
、
①
日
本

語
の
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
明
治
以
降
に
英
語
のnature

の
翻
訳
語

と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
こ
の
よ
う
な
意
味
を
獲
得
し
た
と
い

う
。
明
治
以
前
に
は
、
自
然
と
い
う
語
は
「
お
の
ず
か
ら
そ
う
な
っ
て
い
る
さ

ま
、
天
然
の
ま
ま
で
人
為
の
加
わ
ら
ぬ
さ
ま
」
と
い
う
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い

た
。
こ
の
古
典
的
な
自
然
の
意
味
は
、「
人
為
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う

意
味
でnature

と
共
通
し
て
い
る
。
こ
の
共
通
点
ゆ
え
に
こ
の
語
が
翻
訳
語

と
し
て
選
ば
れ
た
。
し
か
し
、
日
本
語
の
「
自
然
」
は
も
と
も
と
副
詞
や
形
容

詞
と
し
て
使
わ
れ
、
人
為
の
加
わ
ら
な
い
「
状
態
」
を
示
し
て
い
た
。
つ
ま
り
、

名
詞
と
し
て
自
然
環
境
そ
の
も
の
を
表
す
よ
う
な
こ
と
ば
で
は
な
か
っ
た
。
今

で
も
私
た
ち
が
使
う
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、
古
い
意
味
と
新
し
い
意

味
が
混
ざ
り
あ
っ
て
い
る
。
私
た
ち
は
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
た
、
飾
ら
な
い
状
態

で
テ
レ
ビ
に
出
る
芸
能
人
を
「
あ
の
人
は
自
然
体
で
い
い
」
と
賞
賛
す
る
。
そ

の
一
方
で
、「
手
つ
か
ず
の
大
自
然
」「
自
然
の
脅
威
」
な
ど
と
い
う
意
味
で
の

新
し
い
「
自
然
」
も
、
す
っ
か
り
私
た
ち
に
馴な

染じ

ん
で
い
る
。

　

つ
ま
り
、
日
本
の
こ
と
を
考
え
て
も
、
人
間
の
文
化
の
影
響
を
受
け
て
い
な

い
あ
り
の
ま
ま
の
自
然
環
境
、
と
い
う
意
味
で
の
「
自
然
」
は
、
西
欧
か
ら
の

三



輸
入
に
よ
っ
て
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
は
せ
い
ぜ
い
こ
こ
一
五
〇
年
く
ら
い
の

発
明
で
あ
っ
て
、
ま
っ
た
く
も
っ
て
「
あ
た
り
ま
え
」
で
は
な
い
。
一
九
八
〇

年
代
か
ら
九
〇
年
代
に
か
け
て
の
人
類
学
は
、
各
地
の
「
自
然
と
文
化
」
と
い

う
※
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
大
ま
か
に
対
応
す
る
概
念
を
詳
細
に
検
討
し
た
。
そ
し
て
、

「（
人
間
の
外
側
に
あ
る
）自
然
と（
人
間
の
つ
く
り
だ
し
た
）文
化
」
と
い
う
分

け
方
自
体
が
、
西
洋
の
文
化
が
構
築
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
普
遍
的
な
も
の
で

は
な
い
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
っ
た
。

　

自
然
に
対
す
る
分
類
の
多
様
性
と
い
う
と
き
、
自
然
を
分
類
す
る（
唯
一
精

神
を
も
っ
た
）人
間
と
い
う
想
定
が
あ
る
。
そ
こ
に
は
、
自
然
を
人
間
の
生
活

か
ら
分
離
し
た
「
手
つ
か
ず
の
」
実
体
と
見
る
見
方
が
潜
ん
で
い
る
の
か
も

し
れ
な
い
。
は
た
し
て
誰
に
と
っ
て
も
、
人
間
以
外
の
種
は
た
だ
人
間
に
認
識

さ
れ
、
分
類
さ
れ
る
の
を
待
っ
て
い
る
「
考
え
る
の
に
適
し
た
」
存
在
な
の

だ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
人
間
と
動
物
の
あ
い
だ
に
魂
の
連
続
性
を
見
る
人
た
ち

の
立
場
か
ら
は
、
動
物
は
身
体
の
や
り
と
り
を
つ
う
じ
て
人
間
と
「
と
も
に
生

き
る
」
存
在
で
あ
り
行
為
主
体
な
の
で
は
な
い
か
。
こ
う
し
た
視
点
か
ら
、

Ⅰ

で
は
な
く
、
種
間
の
か
か
わ
り
あ
い
に
焦
点
を
合
わ
せ
る
民

族
誌
が
、
あ
ら
た
め
て
今
、
注
目
を
集
め
て
い
る
。

　

た
と
え
ば
シ
ベ
リ
ア
の
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
狩
猟
採
集
民
の
世
界
で
は
、
人
、
動

物
、
モ
ノ
は
魂
を
備
え
、
同
じ
理
性
的
能
力
を
も
つ
。
そ
れ
ぞ
れ
が
異
な
っ
て

思
考
す
る
の
は
、
種
ご
と
に
固
有
の
身
体
を
も
っ
て
い
る
た
め
だ
。
狩
猟
の
場

に
お
い
て
狩
人
は
、
獲
物
で
あ
る
ト
ナ
カ
イ
の
真ま

似ね

を
し
て
移
動
し
、
匂
い
を

嗅
ぎ
、
音
を
出
す
こ
と
で
、
同
族
と
な
っ
て
彼
ら
を
惹ひ

き
つ
け
よ
う
と
す
る
。

た
だ
し
そ
こ
で
②
完
全
に
ト
ナ
カ
イ
に
変
身
し
て
し
ま
う
と
、
人
間
に
戻
れ
な

く
な
っ
て
し
ま
う（
そ
の
よ
う
な
危
険
な
事
例
も
た
く
さ
ん
あ
る
）。
人
間
と
し

て
の
※
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
維
持
し
た
ま
ま
、
一
時
的
か
つ
不
完
全
な
か
た

ち
で
動
物
の
身
体
を
身
に
ま
と
い
、
そ
の
視
点
を
獲
得
す
る
こ
と
が
重
要
な
の

で
あ
る
。

　

注
目
す
べ
き
は
、
こ
う
し
た
自
然
と
文
化
、
人
間
と
他
種
の
関
係
を
問
い
な

お
す
さ
ま
ざ
ま
な
最
近
の
研
究
は
、
遠
く
離
れ
た
「
他
者
の
現
実
」
に
つ
い
て

語
っ
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
私
た
ち
の
社
会
に
つ
い
て
も
異
な
る
も
の
の
見
方

を
示
し
て
い
る
こ
と
だ
。
考
え
て
み
れ
ば
、
自
然
を
人
間
の
生
活
か
ら
分
離
し

た
「
手
つ
か
ず
の
」
実
体
で
は
な
く
、
人
間
と
他
種
と
の
具
体
的
な
や
り
と

り
・
交
渉
の
場
と
と
ら
え
る
な
ら
ば
、
③
た
と
え
都
市
生
活
の
な
か
で
も
自
然

は
あ
る
。

　

私
た
ち
の
多
く
は
、
決
し
て
自
然
豊
か
な
環
境
の
な
か
に
住
ん
で
い
な
い
。

ま
た
、
自
然
に
つ
い
て
の
体
系
化
さ
れ
た
知
識
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
そ
ん
な
私
た
ち
で
も
、
具
体
的
な
生
き
も
の
や
事
物
と
絶
え
ず
や
り
と

り
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
。
私
た
ち
は
ペ
ッ
ト
と
情
動
的
な
関
係

を
築
く
。
そ
こ
で
、
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
人
た
ち
と
変
わ
ら
ず
、
犬
に
な
り
き
っ
た

声
真
似
を
し
て
飼
い
犬
を
呼
ん
だ
り
、
飼
い
主
と
し
て
自
分
と
犬
を
差
異
化
し

た
り
す
る
。
そ
の
一
方
で
私
た
ち
の
生
活
は
「
愛
せ
な
い
他
者
」
と
の
関
係
の

な
か
に
も
あ
る
。
た
と
え
ば
私
た
ち
は
、
ゴ
ミ
捨
て
場
に
集
ま
る
カ
ラ
ス
に
ゴ

ミ
を
荒
ら
さ
れ
な
い
よ
う
に
ゴ
ミ
袋
を
き
っ
ち
り
縛
っ
た
り
、
新
聞
紙
で
ゴ
ミ

袋
の
中
身
を
見
え
な
く
し
た
り
す
る
。

　

こ
の
よ
う
に
人
間
が
自
然
を
ど
う
認
識
し
、
分
類
す
る
か
で
は
な
く
、
種
間

の
か
か
わ
り
あ
い
と
い
う
観
点
か
ら
人
間
と
自
然
の
関
係
を
見
つ
め
な
お
す
最

近
の
研
究
は
、
他
者
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
の
社
会
に
つ
い
て
も
語
っ
て
い
る
。

私
た
ち
の
生
活
は
犬
、
カ
ラ
ス
、
な
ど
複
数
種
と
の
関
係
に
よ
っ
て
こ
そ
成
立

す
る
。
そ
の
複
雑
な
絡か
ら

み
あ
い
を
解
き
ほ
ぐ
す
こ
と
は
、
一
つ
の
自
然
を
守
る

「
地
球
市
民
」
で
は
な
く
、
多
様
な
動
植
物
や
事
物
と
の
や
り
と
り
の
な
か
で

し
か
生
き
ら
れ
な
い
具
体
的
な
存
在
と
し
て
、
み
ず
か
ら
を
と
ら
え
な
お
す
こ

と
で
も
あ
る
の
だ
。

　

人
類
学
的
に
「
自
然
」
を
問
い
な
お
す
こ
と
は
、「
私
た
ち
の
自
然
を
守
ろ

う
」
と
い
っ
た
抽
象
的
な
環
境
主
義
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
を
超
え
て
、
他
の
多
様
な

生
物
、
モ
ノ
と
私
た
ち
の
日
々
の
具
体
的
な
関
係
に
目
を
向
け
る
こ
と
で
あ
る
。

そ
う
し
た
視
点
は
、「
自
然
保
護
」「
多
種
共
生
」
と
い
う
美
し
い
こ
と
ば
で
は



と
て
も
表
現
で
き
な
い
、
私
た
ち
と
多
様
な
存
在
の
緊
迫
し
た
関
係
を
も
ク
ロ

ー
ズ
ア
ッ
プ
す
る
。

　

そ
も
そ
も
現
代
社
会
に
お
い
て
、
花
粉
症
、
鳥
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
な
ど
他
の

生
き
も
の
由
来
の
ウ
イ
ル
ス
は
、
す
で
に
私
た
ち
の
日
常
生
活
を
脅お
び
やか

し
て
い

る
。
私
た
ち
は
冬
に
は
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ワ
ク
チ
ン
を
接
種
し
、
う
が
い
・
手

洗
い
を
徹
底
す
る
よ
う
に
言
わ
れ
、
春
に
な
る
と
ム
ズ
ム
ズ
す
る
鼻
を
押
さ
え

て
マ
ス
ク
を
着
け
、
目
薬
を
さ
す
。
そ
の
よ
う
に
し
て
他
種
か
ら
必
死
で
身
を

守
り
つ
づ
け
る
こ
と
で
し
か
、
私
た
ち
の
生
活
は
成
り
立
た
な
い
。
だ
か
ら
こ

そ
「
自
然
と
の
共
存
」
は
今
や
遠
く
離
れ
た
美
し
い
「
自
然
」
を
「
地
球
市

民
」
と
い
う
特
権
的
な
地
位
か
ら
守
る
こ
と
で
は
な
く
、
私
た
ち
自
身
の
生
存

に
か
か
わ
る
他
種
と
の
緊
迫
し
た
関
係
で
あ
る
。
つ
ね
に
具
体
的
な
自
然
と
人

間
、
種
間
の
関
係
に
注
目
し
て
き
た
人
類
学
の
研
究
は
、
こ
う
し
た
よ
り
日
常

的
で
差
し
迫
っ
た
「
環
境
問
題
」
に
目
を
向
け
、
④
問
い
を
生
み
だ
す
た
め
の

あ
ら
た
な
視
角
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず
だ
。

（
松ま
つ

村む
ら

圭け
い

一い
ち

郎ろ
う

ら
編
著
『
文
化
人
類
学
の
思
考
法
』
に
よ
り
、

「
1　

自
然
と
知
識

環
境
を
ど
う
と
ら
え
る
か
？
」

〔
中な
か

空ぞ
ら　

萌も
え

執
筆
〕に
よ
る
。
一
部
省
略
が
あ
る
。）

　
（
注
）　

※
カ
テ
ゴ
リ
ー
…
…
区
分
。

※
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
…
…
独
自
の
性
質
や
特
徴
。

問
1　

①
日
本
語
の
「
自
然
」
と
い
う
こ
と
ば　

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
説
明

と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記

号
を
書
き
な
さ
い
。（
4
点
）

ア
「
自
然
」
は
、
古
典
的
な
意
味
に
お
い
て
も
、
明
治
以
降
の
英
語
の

nature

の
翻
訳
語
と
し
て
も
、「
自
然
環
境
」
そ
の
も
の
に
つ
い
て
用
い

る
と
い
う
点
で
は
共
通
し
て
い
る
。

イ
「
自
然
」
は
、
明
治
以
降
に
英
語
のnature

の
翻
訳
語
と
し
て
使
用
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
て
初
め
て
、
自
然
環
境
そ
の
も
の
を
表
す
副
詞
や
形
容

詞
と
し
て
の
意
味
を
獲
得
し
た
。

ウ
「
自
然
」
は
、
明
治
以
前
に
は
人
為
の
加
わ
ら
な
い
「
状
態
」
を
示
し

た
が
、「
人
為
」
と
対
置
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意
味
で
英
語
のnature

と

共
通
し
て
お
り
、
翻
訳
語
と
し
て
選
ば
れ
た
。

エ
「
自
然
」
は
、
明
治
以
降
に
英
語
のnature

の
翻
訳
語
と
し
て
、
副
詞

や
形
容
詞
と
し
て
人
為
の
加
わ
ら
な
い
「
状
態
」
を
表
す
意
味
で
の
使
わ

れ
方
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

問
2　

本
文
中
の
空
欄
Ⅰ

に
あ
て
は
ま
る
内
容
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の

を
、
次
の
ア
～
エ
の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。（

4
点
）

ア

他
の
種
を
認
識
し
、
分
類
す
る
人
間
の
知
識

イ

人
間
と
動
物
の
あ
い
だ
の
魂
の
連
続
性

ウ

動
物
と
人
間
と
の
身
体
を
つ
う
じ
て
の
交
流

エ

人
間
と
他
種
と
の
具
体
的
な
や
り
と
り
・
交
渉

問
3　

②
完
全
に
ト
ナ
カ
イ
に
変
身
し
て
し
ま
う
と
、
人
間
に
戻
れ
な
く
な
っ

て
し
ま
う　

と
あ
り
ま
す
が
、
筆
者
の
述
べ
る
ユ
カ
ギ
ー
ル
の
狩
猟
採
集
民

が
こ
の
よ
う
に
考
え
る
理
由
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
ま
と
め
ま
し
た
。
次
の

空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
魂
、
固
有
の
二
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
三
十

字
以
上
、
四
十
字
以
内
で
書
き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
二
つ
の
言
葉
を
使
う
順

序
は
問
い
ま
せ
ん
。（
6
点
）

ユ
カ
ギ
ー
ル
の
狩
猟
採
集
民
は
、
人
間
や
動
物
が

30

40

と
考
え
る
か
ら
。

問
4　

③
た
と
え
都
市
生
活
の
な
か
で
も
自
然
は
あ
る
。　

と
あ
り
ま
す
が
、

筆
者
が
考
え
る
都
市
生
活
の
な
か
の
自
然
に
つ
い
て
具
体
的
に
説
明
し
た
文

と
し
て
適
切
で
な
い
も
の
を
、
次
の
ア
～
オ
の
中
か
ら
二
つ
選
び
、
そ
の
記

号
を
書
き
な
さ
い
。（
5
点
）



ア

自
然
に
関
す
る
体
系
化
さ
れ
た
専
門
的
知
識
を
得
る
た
め
、
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
で
調
べ
る
こ
と
。

イ

飼
い
主
が
、
犬
の
声
真ま

似ね

を
し
て
飼
い
犬
を
呼
ん
だ
り
、
自
分
と
犬
を

差
異
化
し
た
り
す
る
こ
と
。

ウ

カ
ラ
ス
に
ゴ
ミ
を
荒
ら
さ
れ
な
い
た
め
、
ゴ
ミ
袋
を
縛
っ
た
り
、
中
身

を
見
え
な
く
し
た
り
す
る
こ
と
。

エ

地
球
市
民
と
し
て
「
私
た
ち
の
自
然
を
守
ろ
う
」
と
い
う
環
境
主
義
の

ス
ロ
ー
ガ
ン
を
掲
げ
る
こ
と
。

オ

花
粉
か
ら
自
分
の
身
を
守
る
た
め
に
、
マ
ス
ク
を
着
用
し
た
り
、
目
薬

を
さ
し
た
り
す
る
こ
と
。

問 

5　

④
問
い
を
生
み
だ
す
た
め
の
あ
ら
た
な
視
角
を
与
え
て
く
れ
る
は
ず

だ
。　

と
あ
り
ま
す
が
、
人
類
学
は
、
ど
の
よ
う
な
視
角
を
与
え
て
く
れ
る

と
筆
者
は
述
べ
て
い
ま
す
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
普
遍
的
、

具
体
的
の
二
つ
の
言
葉
を
使
っ
て
、
四
十
五
字
以
上
、
五
十
五
字
以
内
で
書

き
な
さ
い
。
た
だ
し
、
二
つ
の
言
葉
を
使
う
順
序
は
問
い
ま
せ
ん
。（
7
点
）

45

55

と
い
う
視
角
を
与
え
て
く

れ
る
。

　

次
の
文
章
を
読
ん
で
、
あ
と
の
問
い
に
答
え
な
さ
い
。（

の
左
側

は
口
語
訳
で
す
。）（
12
点
）

※
大だ

い

斎さ
い

院ゐ
ん

よ
り
※
上じ

や
う

東と
う

門も
ん

院ゐ
ん

、「
つ退屈

を
紛
ら
す
こ
と
が
で
き
る
物
語
が
ご
ざ
い
ま
す
か

れ
づ
れ
慰
み
ぬ
べ
き
物
語
や
さ
ぶ
ら

四

ふ
。」
と
尋
ね
参
ら
せ
さ
せ
た
ま
へ
り
け
る
に
、
紫
（
上
東
門
院
は
）

式
部
を
召
し
て
、「
何何を

差
し
上
を
か

参げた
ら
良
い
で
し
ょ
う
か

ら
す
べ
き
。」
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
れ
ば
、「
め
づ
ら
し
き
も
の
は
何何が

ご
ざ
い
ま
し
ょ

か
は
べ
る

べうか
、い
や
、ご
ざ
い
ま
せ
ん

き
。
①
新
し
く
作
り
て
参
ら
せ
た
ま
へ
か
し
。」
と
②
申
し
け
れ
ば
、「
作

れ
。」
と
お
ほ
せ
ら
れ
け
る
を
、
う
け
た
ま
は
り
て
、
※『
源
氏
』
を
作
り
た
り

け
る
と
こ
そ
、
いすば

ら
し
く

み
じ
く
め
で
た
く
は
べ
れ
と
い
ふ
人ひ

と

は
べ
れ
ば
、
ま
た
、

いまだ
宮
中
に
お
仕
え
も
し
な
い
で

ま
だ
宮
仕
へ
も
せ
で
里
に
は
べ
り
け
る
折
、
か
か
る
も
の
作
り
出
で
た
り
け

る
に
よ
り
て
、
召
し
出
で
ら
れ
て
、
そ
れ
ゆ
ゑ
紫
式
部
と
い
ふ
名
は
つ
け
た
り
、

と
も
申
す
は
、
③
い
づ
れ
か
ま
こ
と
に
て
は
べ
ら
む
。（『

無む

名み
ょ
う

草ぞ
う

子し

』
に
よ
る
。）

　
（
注
）　

※
大だ
い

斎さ
い

院ゐ
ん

…
…
村
上
天
皇
の
娘
。
選
子
内
親
王
。

※
上じ
や
う

東と
う

門も
ん

院ゐ
ん

…
…
一
条
天
皇
の
中
宮
藤
原
彰
子
。

　
　
　

※『
源
氏
』
…
…
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
。

問
1　

い
ふ
人ひ

と

は
べ
れ
ば　

と
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
部
分
を
「
現
代
仮
名
遣

い
」
に
直
し
、
す
べ
て
ひ
ら
が
な
で
書
き
な
さ
い
。（
3
点
）

問
2　

①
新
し
く
作
り
て
参
ら
せ
た
ま
へ
か
し
。　

は
「
新
し
く
作
っ
て
差
し

上
げ
な
さ
い
ま
せ
」
と
い
う
意
味
で
す
が
、
物
語
を
新
し
く
作
る
と
考
え
た

の
は
、
ど
う
し
て
で
す
か
。
次
の
空
欄
に
あ
て
は
ま
る
内
容
を
、
十
字
以
内

で
書
き
な
さ
い
。（
3
点
）

　

退
屈
を
紛
ら
す
物
語
と
し
て

か
ら
。

問
3

②
申
し
け
れ
ば　

の
主
語
と
し
て
最
も
適
切
な
も
の
を
、
次
の
ア
～
エ

の
中
か
ら
一
つ
選
び
、
そ
の
記
号
を
書
き
な
さ
い
。（
3
点
）

　

ア　

大だ
い

斎さ
い

院ゐ
ん　

　

イ　

上じ
や
う

東と
う

門も
ん

院ゐ
ん　

ウ

紫
式
部

エ

作
者




