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談話室

　

紫
式
部
は
「
ま
ひ
ろ
」
な
の
で
す
か
？

　

昨
年
（
二
〇
二
四
年
）、
あ
る
と
こ
ろ
で
受
け
た
質
問
に
そ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
っ
た
。
折
か
ら
、
紫
式
部
を
主
人
公
と
し
た
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大

河
ド
ラ
マ
「
光
る
君
へ
」
が
放
映
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
紫
式
部
の
ド
ラ
マ
内
で
の
本
名
が
「
ま
ひ
ろ
」
な
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
「
ま
ひ
ろ
」

を
め
ぐ
る
虚
構
性
に
つ
い
て
は
、
や
は
り
昨
年
、
一
般
の
方
に
む
け
て
紫
式
部
や
『
源
氏
物
語
』
の
こ
と
を
お
話
し
す
る
な
か
で
幾
度
か
ふ

れ
た
こ
と
が
あ
る
（
竹
内
正
彦
［
講
演
録
］「
紫
式
部
と
源
氏
物
語
」『
温
故
叢
誌
』
78
な
ど
）。
言
う
ま
で
も
な
く
、
紫
式
部
の
本
名
は
未

詳
で
あ
る
。「
藤
原
香
子
」
と
す
る
説
も
あ
る
が
推
測
の
域
に
と
ど
ま
る
。
古
代
に
お
い
て
と
く
に
女
性
の
本
名
は
重
要
な
も
の
で
あ
っ
た

た
め
、
貴
人
に
仕
え
る
際
に
は
女
房
と
し
て
の
呼
び
名
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
り
、
紫
式
部
の
場
合
も
「
藤
式
部
」
と
呼
ば
れ
て
い
た
と
さ

れ
る
。
彰
子
や
定
子
等
の
場
合
も
、
ど
の
よ
う
に
訓
ん
だ
の
か
が
不
明
で
あ
る
た
め
、
や
は
り
本
名
は
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
よ
い
。
ド
ラ

マ
が
あ
え
て
架
空
の
本
名
を
用
い
た
り
、
訓
読
み
を
採
用
し
た
り
し
た
の
は
、
そ
れ
に
よ
っ
て
、
史
実
か
ら
離
れ
た
虚
構
の
世
界
で
あ
る
こ

と
を
示
そ
う
と
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　

大
河
ド
ラ
マ
に
関
わ
る
質
問
と
し
て
は
、
紫
式
部
と
藤
原
道
長
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
も
の
も
あ
っ
た
。
こ
れ
も
ド
ラ
マ
の
な
か
で
ふ
た

り
が
親
密
な
関
係
（
設
定
で
は
「
ソ
ウ
ル
メ
イ
ト
」）
と
し
て
描
か
れ
て
い
た
こ
と
を
ふ
ま
え
て
の
も
の
で
あ
る
。
た
し
か
に
『
尊
卑
分
脈
』

で
は
「
御
堂
関
白
道
長
妾
云
々
」
と
い
う
注
記
が
見
ら
れ
る
が
、
そ
れ
を
全
面
的
に
信
用
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。『
紫
式
部
日
記
』
に
は

紫
式
部
と
道
長
と
の
贈
答
が
あ
り
、
そ
の
夜
、
紫
式
部
の
部
屋
の
戸
を
叩
く
男
の
記
事
が
記
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
男
が
道
長
で
あ
っ
た
保

証
は
な
い
。
ま
た
、
た
と
え
主
従
の
関
係
に
あ
る
男
女
で
あ
っ
て
も
和
歌
の
贈
答
が
恋
歌
の
体
裁
を
と
る
こ
と
は
通
常
の
こ
と
で
あ
り
、『
尊

紫
式
部
は
「
ま
ひ
ろ
」
か
？

竹
内
正
彦
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卑
分
脈
』
等
の
記
事
は
、
む
し
ろ
、
そ
う
し
た
『
紫
式
部
日
記
』
の
記
述
か
ら
推
測
し
た
も
の
と
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

　

先
の
質
問
に
そ
の
よ
う
に
答
え
る
と
、
で
も
ふ
た
り
の
間
に
は
女
子
（
賢
子
）
も
生
ま
れ
て
い
る
で
は
な
い
か
と
の
指
摘
も
あ
っ
た
。
そ

れ
は
ド
ラ
マ
な
ら
で
は
の
虚
構
で
あ
る
こ
と
を
説
明
し
た
も
の
の
、
Ｎ
Ｈ
Ｋ
大
河
ド
ラ
マ
と
い
う
も
の
の
も
つ
影
響
力
の
強
さ
を
感
じ
た
。

　

私
も
ド
ラ
マ
は
楽
し
く
視
聴
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
に
は
さ
み
込
ま
れ
る
『
源
氏
物
語
』
を
ふ
ま
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
は
も
ち
ろ
ん
の

こ
と
、
史
実
を
も
素
材
の
ひ
と
つ
と
し
、
虚
実
を
な
い
交
ぜ
に
し
な
が
ら
ド
ラ
マ
独
自
の
世
界
を
作
り
あ
げ
て
い
く
そ
の
手
法
に
は
感
心
さ

せ
ら
れ
た
。
考
証
を
ふ
ま
え
た
衣
装
や
室
礼
等
が
映
像
と
し
て
映
し
出
さ
れ
る
こ
と
も
興
味
深
い
も
の
で
も
あ
っ
た
。

　

そ
う
し
た
な
か
で
私
が
と
く
に
注
目
し
て
い
た
の
は
、
ど
の
よ
う
に
『
源
氏
物
語
』
が
書
き
出
さ
れ
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。「
ま

ひ
ろ
」
が
紫
式
部
で
あ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
場
面
は
こ
の
ド
ラ
マ
の
肝
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
そ
れ
は
第
三
十
一
回
「
月
の
下
で
」

に
お
い
て
描
か
れ
た
。
ひ
ら
ひ
ら
と
舞
い
落
ち
て
く
る
和
歌
な
ど
の
書
か
れ
た
色
紙
に
つ
つ
ま
れ
な
が
ら
、「
ま
ひ
ろ
」
は
、
つ
い
に
「
桐
壺
」

巻
の
冒
頭
を
書
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。
感
動
的
な
場
面
で
あ
っ
た
。『
源
氏
物
語
』
を
ふ
ま
え
た
エ
ピ
ソ
ー
ド
も
こ
こ
に
収
斂
す
る
よ
う

織
り
込
ま
れ
て
い
た
こ
と
も
了
解
さ
れ
た
。
な
る
ほ
ど
ド
ラ
マ
の
な
か
の
「
ま
ひ
ろ
」
は
紫
式
部
で
あ
っ
た
。
け
れ
ど
も
一
方
で
、
私
の
な

か
に
は
何
か
釈
然
と
し
な
い
思
い
も
残
っ
た
。
そ
れ
は
、
私
が
そ
の
光
景
に
、
ま
こ
と
に
勝
手
な
こ
と
な
が
ら
、
膨
大
に
蓄
積
さ
れ
た
情
報

に
基
づ
い
て
作
品
を
生
成
し
て
い
く
人
工
知
能
の
よ
う
な
も
の
を
連
想
し
て
し
ま
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。

　

折
口
信
夫
は
「
も
の
と
は
、
霊モ

ノ

の
義
で
あ
る
。
霊
界
の
存
在
が
、
人
の
口
に
託
し
て
、
か
た
る
が
故
に
、
も
の
が
た
り
な
の
だ
」
と
し
た

（「
大
和
時
代
の
文
学
」『
折
口
信
夫
全
集
』
５
）。
物
語
は
霊
物
に
取
り
憑
か
れ
た
か
よ
う
に
し
て
生
み
出
さ
れ
て
い
く
も
の
で
は
な
か
っ

た
か
。
そ
し
て
そ
れ
は
作
者
が
個
人
的
に
体
験
し
た
こ
と
や
書
籍
等
で
知
り
得
た
こ
と
な
ど
を
越
え
て
紡
ぎ
出
さ
れ
て
い
く
、「
も
の
ぐ
る

ほ
し
」
き
営
み
で
は
な
か
っ
た
か
。

　

ド
ラ
マ
を
視
聴
し
た
後
、『
源
氏
物
語
』
の
本
文
を
味
読
す
る
と
、
こ
の
物
語
を
生
み
出
し
た
も
の
が
「
ま
ひ
ろ
」
で
は
な
い
こ
と
が
あ

ら
た
め
て
実
感
さ
れ
る
。

　

紫
式
部
は
「
ま
ひ
ろ
」
で
は
な
い
。
そ
の
こ
と
は
『
源
氏
物
語
』
と
い
う
物
語
を
考
え
る
う
え
で
も
、
と
て
も
大
切
な
示
唆
を
与
え
て
い

る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

 

（
中
古
文
学
）


