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書
評
『
清
水
好
子
論
文
集
』
第
一
巻
～
第
三
巻

本
書
評
の
目
標

な
ぜ
清
水
好
子
な
の
か
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

結
論
か
ら
言
え
ば
、
評
者
は
本
論
文
集
を
読
了
し
て
、
こ
こ
に
は
い
く

つ
も
の
ヒ
ン
ト
が
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
今
ま
で
清
水
好
子
を
読
ん

だ
つ
も
り
で
い
た
が
、
研
究
段
階
が
進
ん
だ
今
日
の
目
で
読
む
と
、
源
氏

物
語
を
中
心
と
し
た
平
安
文
学
研
究
に
は
未
解
決
の
仮
説
が
未
解
決
の
ま

ま
多
数
残
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
幾
つ
か
の
入
り
口
を
、
か
っ
て
清
水
好
子

は
提
示
し
て
い
た
の
だ
と
再
認
識
し
た
。
更
に
、
今
こ
こ
か
ら
出
発
す
る

こ
と
が
で
き
る
課
題
も
発
見
で
き
た
。

し
た
が
っ
て
こ
の
書
評
に
お
い
て
は
、
清
水
好
子
の
論
に
つ
い
て
触
れ

な
が
ら
、
主
眼
と
し
て
は
、
編
者
た
ち
が
本
書
を
世
に
問
う
た
こ
と
の
平

安
文
学
研
究
史
に
お
け
る
今
日
的
意
義
を
評
し
た
い
と
考
え
る
。

山
本
淳
子
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本
書
は
、
清
水
好
子
氏
（
以
下
敬
称
略
）
の
全
論
文
中
、
六
十
五
編
か

ら
な
る
選
集
で
あ
る
。
書
き
出
す
に
あ
た
っ
て
、
ま
ず
こ
の
書
評
が
目
指

す
所
を
示
し
て
お
き
た
い
。
そ
れ
は
、
「
清
水
好
子
論
文
集
」
が
平
安
文
学

研
究
に
も
た
ら
す
今
日
的
意
義
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
る
。

通
常
の
研
究
轡
の
場
合
、
書
評
と
は
、
収
め
ら
れ
た
一
つ
一
つ
の
研
究

論
文
に
つ
い
て
批
評
し
、
さ
ら
に
そ
れ
ら
が
ま
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
よ
っ

て
形
成
さ
れ
て
い
る
研
究
の
世
界
を
批
評
す
る
も
の
に
な
る
だ
ろ
う
。
し

か
し
本
論
文
集
の
場
合
、
所
載
の
諸
論
は
既
に
学
会
に
大
き
く
貢
献
し
た

も
の
ば
か
り
で
あ
り
、
研
究
史
に
お
け
る
価
値
は
今
更
言
う
ま
で
も
な
い
。

た
だ
、
そ
れ
は
過
去
の
価
値
で
あ
る
と
考
え
る
向
き
も
あ
る
だ
ろ
う
。
実

際
、
本
論
文
集
が
現
在
の
時
点
で
世
に
問
わ
れ
る
限
り
、
重
要
な
の
は
「
今



二
編
者
の
意
図

私
事
に
係
る
こ
と
を
お
許
し
い
た
だ
き
た
い
。
評
者
は
高
校
生
の
頃
、

雑
誌
「
園
文
単
解
釈
と
教
材
の
研
究
」
（
畢
燈
社
）
等
に
掲
載
さ
れ
た
諸

論
を
通
じ
て
、
清
水
好
子
の
文
章
と
出
会
っ
た
。
そ
の
頃
評
者
は
む
し
ろ

現
代
文
学
や
海
外
の
文
学
に
傾
倒
し
て
い
た
が
、
清
水
好
子
の
文
章
は
古

典
文
学
を
対
象
と
し
な
が
ら
、
そ
れ
ら
と
同
等
か
そ
れ
以
上
に
自
在
に
作

品
を
読
み
解
き
、
面
白
さ
を
引
き
出
し
て
見
せ
て
く
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
の
時
以
来
、
彼
女
は
私
に
と
っ
て
カ
リ
ス
マ
と
な
っ
た
。
し
か
し
研
究

を
始
め
た
時
期
が
遅
く
、
生
前
の
清
水
に
会
う
機
会
は
全
く
な
か
っ
た
。

つ
ま
り
評
者
に
と
っ
て
清
水
好
子
と
は
、
ひ
と
え
に
彼
女
の
著
作
や
論
文

な
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
文
章
を
固
め
て
読
む
こ
と
の
で
き
る

論
文
集
は
嬉
し
く
有
り
難
い
。

だ
が
、
そ
ん
な
評
者
の
よ
う
な
読
者
に
対
し
て
、
本
書
は
適
切
な
助
言

を
与
え
て
く
れ
て
い
る
。
「
巻
頭
言
（
刊
行
の
趣
旨
）
」
は
こ
う
言
う
。

女
性
研
究
者
の
少
な
か
っ
た
時
代
、
清
水
好
子
氏
に
あ
こ
が
れ
て

研
究
を
志
し
た
者
は
多
い
。
そ
の
流
麗
な
文
体
と
説
得
力
に
酔
い
し

れ
て
、
仮
説
ま
で
も
が
確
固
た
る
事
実
の
よ
う
に
受
け
入
れ
ら
れ
る

例
も
見
受
け
ら
れ
る
。
偉
大
な
研
究
者
の
説
ほ
ど
一
人
歩
き
し
、
後

学
に
与
え
る
影
響
力
は
大
き
い
が
、
逆
に
、
優
れ
た
研
究
者
で
あ
れ

ば
論
を
発
表
す
る
度
に
成
長
し
研
究
は
進
展
す
る
。
本
論
文
集
全
三

巻
に
よ
っ
て
、
一
研
究
者
の
軌
跡
を
知
り
、
個
々
の
論
と
そ
の
後
の
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本
論
文
集
の
編
纂
意
図
は
、
「
巻
頭
言
（
刊
行
の
趣
旨
）
」
に
お
い
て
、

編
者
・
山
本
登
朗
、
清
水
婦
久
子
、
田
中
登
の
三
氏
の
連
名
に
よ
り
、
ま

ず
次
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

源
氏
物
語
と
紫
式
部
の
研
究
に
お
い
て
、
清
水
好
子
氏
（
一
九
二

一
～
二
○
○
四
年
）
の
功
績
は
大
き
い
。
昭
和
の
研
究
史
に
残
る
国

文
学
研
究
者
で
あ
る
と
同
時
に
、
幅
広
い
活
動
を
し
て
い
た
女
性
と

し
て
、
今
な
お
フ
ァ
ン
が
多
い
。
し
か
し
、
そ
の
論
文
集
は
「
源
氏

物
語
の
文
体
と
方
法
」
の
他
に
な
く
、
そ
れ
以
後
の
論
文
の
掲
載
誌

も
入
手
し
に
く
く
な
り
、
戦
後
四
十
年
余
り
の
研
究
の
全
容
を
知
る

こ
と
は
困
難
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
清
水
好
子
氏
の
学
術
論
文
を
集

成
し
た
「
清
水
好
子
論
文
集
」
全
三
巻
の
刊
行
を
企
画
し
た
。

確
か
に
、
清
水
好
子
は
生
涯
に
膨
大
な
数
の
論
文
を
遺
し
た
が
、
論
文

集
は
六
十
歳
を
直
前
に
し
て
刊
行
さ
れ
た
右
の
一
冊
「
源
氏
物
語
の
文
体

と
方
法
」
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
○
年
六
月
）
の
み
で
あ
る
。
そ
の

中
で
は
、
論
文
は
テ
ー
マ
に
随
っ
て
整
理
さ
れ
、
初
出
時
と
は
別
の
タ
イ

ト
ル
に
改
め
ら
れ
る
な
ど
、
清
水
自
身
に
よ
る
位
置
づ
け
が
行
わ
れ
て
い

る
。
だ
が
そ
こ
か
ら
漏
れ
た
も
の
は
、
清
水
の
死
に
よ
っ
て
、
い
わ
ば
ば

ら
ば
ら
に
拡
散
し
て
い
く
こ
と
に
な
る
。



本
論
文
集
は
、
三
巻
か
ら
構
成
さ
れ
る
。
各
巻
の
内
容
は
次
の
と
お
り

で
あ
る
。

第
一
巻
「
源
氏
物
語
の
作
風
」

源
氏
物
語
関
係
の
論
文
を
発
表
年
代
順
に
並
べ
た
う
ち
の
前
半
に
あ
た

る
。
掲
載
の
論
文
に
は
三
巻
を
通
じ
た
番
号
が
付
さ
れ
、
京
都
大
学
の
卒

業
論
文
で
あ
る
①
「
物
語
の
文
体
」
（
初
出
昭
和
二
四
年
九
月
、
京
都
大

学
『
国
語
園
文
」
）
か
ら
、
⑲
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
準
拠
」
（
初
出
昭
和

四
四
年
六
月
、
「
園
文
畢
解
穆
と
鑑
賞
』
）
に
至
る
十
九
本
を
収
め
る
。

巻
の
副
題
は
、
清
水
が
論
文
タ
イ
ト
ル
に
繰
り
返
し
用
い
た
独
自
の
用
語

で
あ
る
「
作
風
」
に
よ
る
。
巻
末
に
、
編
者
・
山
本
登
朗
氏
に
よ
る
解
説

「
清
水
好
子
源
氏
物
語
学
の
始
発
と
展
開
」
が
付
さ
れ
、
各
論
文
の
ポ
イ
ン

ト
を
説
い
て
い
る
。

第
二
巻
「
源
氏
物
語
と
歌
」

源
氏
物
語
関
係
の
論
文
を
発
表
年
代
順
に
並
べ
た
う
ち
の
後
半
に
あ
た

る
。
⑳
「
源
氏
物
語
に
お
け
る
場
面
表
現
」
（
初
出
昭
和
四
六
年
五
月
、

有
精
堂
出
版
「
源
氏
物
語
講
座
１
」
）
か
ら
⑫
「
物
語
の
表
現
」
（
初
出
平

成
四
年
、
勉
誠
社
「
源
氏
物
語
講
座
６
」
）
に
至
る
二
十
三
本
を
収
め
る
。

巻
の
副
題
は
、
清
水
好
子
が
常
に
源
氏
物
語
の
根
底
に
あ
る
も
の
と
し
て

三
構
成
と
内
容
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展
開
を
、
冷
静
か
つ
客
観
的
に
読
み
直
し
、
研
究
者
諸
氏
の
今
後
の

研
究
に
活
か
し
て
い
た
だ
く
よ
う
願
う
も
の
で
あ
る
。

清
水
好
子
の
論
を
無
自
覚
に
つ
ま
み
食
い
し
て
は
な
ら
な
い
、
と
い
う

の
で
あ
る
。
後
学
自
ら
そ
の
蓋
然
性
を
見
極
め
た
う
え
で
扱
え
。
ま
た
彼

女
の
研
究
者
人
生
を
通
じ
て
、
論
が
ど
の
よ
う
に
生
成
さ
れ
成
長
し
た
か

を
見
よ
と
い
う
。
そ
こ
に
は
「
冷
静
か
つ
客
観
的
」
と
い
う
言
葉
さ
え
使

わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
本
書
は
、
清
水
好
子
の
研
究
が
没
後
十
年
に
し
て

き
ち
ん
と
把
握
し
直
さ
れ
、
研
究
史
上
に
正
当
に
位
置
づ
け
ら
れ
た
う
え

で
今
後
の
学
会
に
継
承
さ
れ
る
よ
う
に
と
企
図
さ
れ
た
論
文
集
な
の
で
あ

っ
た
。こ

れ
に
は
、
二
つ
の
意
味
が
あ
る
と
考
え
る
。
一
つ
に
は
、
本
書
が
明

記
し
て
い
る
よ
う
な
、
い
わ
ば
信
奉
に
近
い
読
ま
れ
方
に
是
正
の
機
会
を

与
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
そ
し
て
も
う
一
つ
は
、
そ
れ
と
は
対
極
に

あ
る
、
清
水
好
子
の
研
究
を
既
に
古
く
な
っ
た
も
の
と
片
付
け
る
見
方
に

対
し
て
も
是
正
の
機
会
を
与
え
る
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
第
二
の
意
味
に

つ
い
て
は
、
本
書
自
身
は
ほ
と
ん
ど
触
れ
て
い
な
い
が
、
評
者
が
強
く
感

じ
た
こ
と
で
あ
っ
た
。



こ
こ
か
ら
は
、
評
者
が
本
論
文
集
に
発
見
し
た
、
清
水
好
子
論
文
の
今

四
清
水
好
子
の
今
日
的
意
義

日
的
意
義
に
つ
い
て
述
べ
た
い
。
六
十
五
編
を
通
読
し
て
気
づ
い
た
の
は
、

清
水
好
子
の
論
は
常
に
、
作
品
の
具
体
的
な
細
部
を
虫
厳
す
る
視
座
か
ら

始
ま
り
、
最
後
は
作
品
全
体
を
鳥
臓
す
る
視
座
に
到
達
す
る
と
い
う
型
に

随
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

例
え
ば
第
一
論
文
で
あ
る
「
物
語
の
文
体
」
（
第
一
巻
①
）
で
は
、
ま
ず

源
氏
物
語
の
文
章
に
は
「
異
常
に
長
い
」
内
容
を
受
け
て
い
る
名
詞
節
が

多
い
こ
と
を
指
摘
し
、
具
体
例
を
列
挙
す
る
。
そ
し
て
次
が
重
要
な
の
だ

が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
例
に
つ
い
て
微
細
に
観
察
し
、
そ
の
息
遣
い
に
至
る
ま

で
を
読
み
取
る
。
一
例
を
挙
げ
れ
ば
、
「
総
角
」
巻
に
お
い
て
、
薫
と
中
の

君
が
結
ば
れ
る
こ
と
を
望
む
大
君
の
言
葉
「
身
を
分
け
た
る
心
の
う
ち
は
、

み
な
譲
り
て
見
た
て
ま
つ
ら
む
心
地
」
（
傍
線
評
者
）
で
あ
る
。
こ
の
冒
頭

部
分
「
身
を
分
け
た
る
心
」
に
つ
い
て
、
清
水
は
「
身
こ
そ
姉
と
妹
の
二

つ
に
分
れ
て
い
る
が
、
心
は
」
の
よ
う
に
訳
し
た
い
と
こ
ろ
だ
が
、
そ
れ

で
は
違
う
、
と
言
う
。
そ
れ
で
は
意
味
が
下
に
流
れ
て
行
っ
て
し
ま
う
。

本
文
は
「
身
を
分
け
た
る
心
」
と
、
「
心
」
に
意
味
を
凝
集
さ
せ
て
い
る
。

そ
れ
に
よ
り
、
こ
こ
に
は
自
ず
と
「
強
調
」
が
生
ま
れ
て
い
る
。
清
水
は

そ
う
指
摘
す
る
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
肉
迫
は
他
の
論
文
に
も
ほ
と
ん
ど

必
ず
見
ら
れ
、
作
品
に
対
す
る
清
水
の
基
本
的
態
度
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
そ
の
具
体
的
・
個
別
的
な
虫
の
目
は
、
や
が
て
右
の
よ
う
な

源
氏
物
語
の
文
体
の
根
本
に
、
漢
詩
文
の
影
響
を
見
出
だ
す
。
下
へ
下
へ
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見
据
え
続
け
、
し
ば
し
ば
論
文
タ
イ
ト
ル
名
に
も
入
れ
た
「
歌
」
に
よ
る
。

巻
末
に
、
編
者
・
清
水
婦
久
子
氏
に
よ
る
解
説
「
清
水
好
子
・
研
究
の
経

緯
と
変
遷
」
が
付
さ
れ
、
大
局
的
な
視
野
で
清
水
好
子
を
紹
介
す
る
と
と

も
に
「
本
論
文
集
を
企
画
し
た
第
一
の
目
的
は
、
清
水
の
正
確
な
論
を
後

世
に
伝
え
る
こ
と
で
あ
る
」
と
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

第
三
巻
「
王
朝
の
文
学
」

源
氏
物
語
以
外
を
対
象
と
す
る
論
文
を
集
め
、
「
枕
草
子
」
章
に
六
本
、

「
日
記
」
章
に
九
本
、
「
私
家
集
・
歌
物
語
」
章
に
八
本
の
論
文
を
そ
れ
ぞ

れ
収
め
る
。
巻
の
副
題
は
、
こ
れ
ら
が
扱
う
多
岐
に
わ
た
る
作
品
お
よ
び

資
料
を
、
大
括
り
に
し
た
も
の
で
あ
る
。
実
際
に
は
、
「
日
記
」
の
章
に
は

藤
原
道
長
の
「
御
堂
関
白
記
」
、
藤
原
行
成
の
「
権
記
」
の
読
解
と
分
析
な

ど
、
「
文
学
」
の
タ
イ
ト
ル
か
ら
逸
脱
す
る
も
の
も
含
ま
れ
て
、
清
水
の
研

究
対
象
の
広
さ
を
実
感
す
る
巻
で
あ
る
。
巻
末
に
、
編
者
・
田
中
登
氏
に

よ
る
解
説
「
清
水
好
子
、
そ
の
豊
焼
な
王
朝
文
学
の
世
界
」
が
付
さ
れ
、

一
つ
一
つ
の
論
に
つ
い
て
、
そ
の
多
彩
さ
や
観
察
眼
の
鋭
さ
な
ど
を
指
摘

す
る
。



と
し
て
提
示
し
た
「
源
氏
物
語
作
者
の
思
考
の
型
に
お
け
る
和
漢
融
合
」

な
ど
の
よ
う
な
大
き
な
ス
ケ
ー
ル
の
問
題
を
検
証
し
、
日
本
の
文
化
史
・

思
想
史
、
ま
た
東
ア
ジ
ア
の
文
化
史
・
思
想
史
に
位
置
づ
け
て
ゆ
く
。
平

安
文
学
研
究
は
そ
う
し
た
段
階
に
入
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
、
い
ま
考
え

て
い
る
。

付
し
て
お
く
が
、
清
水
好
子
の
こ
の
型
は
、
源
氏
物
語
を
対
象
と
し
た

論
に
限
ら
ず
、
ま
た
具
体
的
根
拠
も
多
様
で
あ
る
。
例
え
ば
「
典
型
創
造

の
意
図
ｌ
枕
草
子
の
文
体
・
敬
語
論
ｌ
」
（
第
三
巻
⑭
）
は
、
枕
草
子
に

「
な
ど
」
と
い
う
例
示
の
言
葉
が
多
用
さ
れ
る
こ
と
を
入
り
口
に
、
多
種
多

様
な
事
物
か
ら
典
型
例
を
取
り
出
し
て
リ
ス
ト
化
し
、
そ
れ
ら
に
評
価
を

下
す
こ
と
が
、
女
房
に
与
え
ら
れ
た
役
目
で
あ
っ
た
と
推
測
す
る
、
枕
草

子
と
定
子
文
化
の
本
質
を
指
摘
す
る
論
で
あ
る
。
で
は
な
ぜ
こ
の
定
子
文

化
の
遺
産
が
、
彼
女
と
は
基
本
的
に
対
立
関
係
に
あ
っ
た
は
ず
の
藤
原
道

長
の
権
力
下
で
生
き
残
り
、
今
に
伝
え
ら
れ
て
い
る
の
か
。
そ
の
大
き
な

問
題
に
、
私
た
ち
は
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
国
史
学
に
お
け
る
平
安

時
代
研
究
が
清
水
の
時
代
に
比
べ
飛
躍
的
に
進
ん
だ
今
、
論
の
進
展
す
る

可
能
性
は
十
分
に
あ
ろ
う
。

ま
た
「
源
氏
物
語
絵
巻
へ
の
道
ｌ
吹
抜
屋
台
の
構
図
を
め
ぐ
っ
て
ｌ
」

（
第
二
巻
⑳
）
は
、
扉
風
絵
は
そ
の
絵
の
描
か
れ
る
扉
風
が
装
飾
目
的
の
調

度
で
あ
る
た
め
に
、
扉
風
絵
を
も
と
に
作
ら
れ
る
歌
物
語
は
四
季
折
々
の
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と
意
味
が
流
れ
て
い
く
日
本
語
に
対
し
、
漢
詩
文
で
は
複
雑
な
意
味
が
短

い
文
字
数
の
中
に
凝
集
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
て
清
水
は
、
源
氏
物
語
が

基
本
的
な
思
考
の
型
に
お
い
て
漢
詩
文
を
骨
肉
化
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘

す
る
の
で
あ
る
。

こ
と
ば
と
い
う
具
体
的
な
細
部
を
入
口
と
し
つ
つ
、
論
に
随
っ
て
進
む

う
ち
に
、
最
後
に
は
作
品
全
体
を
見
渡
す
広
々
と
し
た
地
平
へ
と
到
達
す

る
。
こ
の
方
法
は
古
典
的
な
よ
う
だ
が
、
実
は
今
日
だ
か
ら
こ
そ
切
実
に

求
め
ら
れ
て
い
る
手
本
だ
と
思
う
。
そ
の
こ
と
は
、
例
え
ば
い
ま
評
者
の

手
元
に
あ
る
、
女
性
研
究
者
三
十
四
人
が
稿
を
寄
せ
て
今
春
刊
行
さ
れ
た

論
文
集
「
源
氏
物
語
煙
め
く
こ
と
ば
の
世
界
」
（
原
岡
文
子
・
河
添
房
江

編
翰
林
書
房
、
二
○
一
四
年
四
月
）
の
タ
イ
ト
ル
に
も
象
徴
さ
れ
よ
う
。

作
品
と
は
何
よ
り
も
「
こ
と
ば
」
で
あ
り
、
作
品
読
解
と
は
基
本
的
に
「
こ

と
ば
」
に
厳
し
く
耳
を
澄
ま
せ
る
こ
と
で
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
今
日
の

学
会
が
試
行
錯
誤
の
末
に
辿
り
着
い
た
合
意
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
そ
の
た

め
に
は
依
拠
す
る
本
文
に
対
す
る
見
極
め
が
不
可
欠
で
、
学
会
は
今
こ
の

「
こ
と
ば
」
と
「
本
文
」
と
を
二
つ
の
柱
と
し
て
い
る
。
観
念
に
始
ま
り
観

念
に
終
わ
る
ポ
ス
ト
モ
ダ
ン
的
研
究
方
法
は
、
研
究
史
に
実
り
を
も
た
ら

し
な
が
ら
一
旦
収
束
し
、
こ
れ
か
ら
は
そ
の
実
り
の
上
に
、
も
う
一
度
清

水
の
よ
う
な
地
を
這
っ
て
山
道
を
登
る
論
が
試
み
ら
れ
て
ゆ
く
。
そ
れ
は

も
う
予
感
で
は
な
く
実
際
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、
例
え
ば
清
水
が
仮
説



最
後
に
、
本
論
文
集
か
ら
う
か
が
え
る
清
水
好
子
の
研
究
目
的
を
指
摘

し
た
い
。
そ
れ
は
一
つ
に
は
、
平
安
文
学
研
究
の
前
衛
を
担
い
そ
れ
を
進

展
さ
せ
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
特
に
初
期
の
論
に
は
学
問
の
先
端
を
切
り
拓

く
よ
う
な
独
創
性
と
意
欲
が
感
じ
ら
れ
る
。
一
方
で
、
清
水
は
作
品
と
読

者
を
つ
な
ぐ
活
動
に
努
力
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
。
古
典
作
品
の
一
般
普
及

に
向
け
た
熱
意
は
、
例
え
ば
論
文
集
に
先
ん
じ
て
三
十
七
歳
の
時
に
、
教

五
何
の
た
め
、
誰
の
た
め
の
研
究
か

養
書
で
あ
る
「
源
氏
の
女
君
」
（
初
版
三
一
書
房
、
一
九
五
九
年
二
月

増
補
版
塙
書
房
、
一
九
六
七
年
六
月
）
を
世
に
問
う
た
態
度
か
ら
も
明

ら
か
で
あ
る
。

し
か
し
も
う
一
つ
清
水
が
心
に
掛
け
て
い
た
の
は
、
後
進
の
研
究
者
の

育
成
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
実
は
本
論
文
集
に
、
清
水

が
そ
れ
を
漏
ら
し
た
一
言
が
見
え
る
。
そ
れ
は
「
物
語
の
表
現
」
（
第
二
巻

⑫
）
、
本
論
文
集
の
「
著
書
・
論
文
目
録
」
を
見
れ
ば
清
水
の
最
終
論
文
に

あ
た
る
論
中
で
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
で
清
水
は
、
源
氏
物
語
の
写
実
性

が
物
語
の
構
成
に
本
質
的
に
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
を
説
く
た
め
に
、
「
若

菜
上
」
の
い
わ
ゆ
る
猫
事
件
を
と
ら
え
、
例
に
よ
っ
て
物
語
の
こ
と
ば
に

密
着
し
な
が
ら
、
現
場
の
建
物
の
結
構
や
人
物
の
位
置
な
ど
空
間
設
定
の

一
つ
一
つ
を
具
体
的
に
解
説
す
る
。
そ
こ
に
括
弧
書
き
で
、
（
教
室
で
な
ら

描
く
の
で
す
が
）
と
い
う
言
葉
が
あ
る
の
で
あ
る
。

な
ぜ
こ
の
一
言
を
、
清
水
は
記
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
教
室
で
教

え
る
思
い
で
こ
の
論
文
を
書
い
た
か
ら
に
違
い
な
い
。
他
の
ど
の
論
文
に

も
、
彼
女
の
こ
う
し
た
肉
声
は
な
か
っ
た
。
だ
が
最
後
に
、
読
者
に
自
ら

の
研
究
を
託
す
る
思
い
が
漏
れ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
を
正
し

く
受
け
止
め
、
次
に
伝
え
た
い
。
そ
う
評
者
に
感
じ
さ
せ
た
よ
う
に
、
読

了
し
た
研
究
者
諸
氏
に
研
究
へ
の
意
欲
を
掻
き
立
て
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、

本
論
文
集
の
何
よ
り
の
今
日
的
意
義
で
あ
る
と
、
本
稿
は
考
え
る
。
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特
に
屋
外
を
舞
台
と
し
て
い
る
こ
と
、
一
方
で
紙
絵
は
上
か
ら
覗
き
込
む

も
の
で
あ
る
た
め
作
り
物
語
と
馴
染
ん
で
、
微
視
的
な
、
室
内
の
男
女
に

焦
点
を
絞
る
視
覚
を
獲
得
し
、
や
が
て
物
語
絵
の
「
吹
抜
屋
台
」
技
巧
を

生
ん
だ
と
推
測
し
た
、
文
学
史
と
美
術
史
を
横
断
す
る
論
で
あ
る
。
物
語

と
絵
と
の
問
題
は
、
玉
上
琢
禰
の
「
物
語
音
読
論
」
も
含
め
て
い
ま
だ
に

解
明
が
進
ん
で
い
る
と
は
言
い
難
い
。
や
は
り
取
り
組
む
べ
き
ス
リ
リ
ン

グ
な
テ
ー
マ
で
あ
る
。

不
思
議
な
こ
と
に
、
清
水
の
論
文
を
読
ん
で
い
る
と
、
平
安
時
代
の
人
々

の
姿
が
あ
り
あ
り
と
浮
か
ん
で
く
る
気
が
す
る
。
そ
れ
は
ひ
と
え
に
、
彼

女
が
論
中
で
列
挙
し
て
み
せ
る
事
例
や
そ
れ
に
対
す
る
着
眼
点
が
、
具
体

的
か
つ
日
常
的
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
の
だ
と
思
う
。
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（
や
ま
も
と
じ
ゅ
ん
こ
／
京
都
学
園
大
学
教
授
）


