
森
暢
平
著

﹃
近
代
皇
室
の
社
会
史

側
室
・
育
児
・
恋
愛

﹄
沢

山

美

果

子

大
学
で
日
本
史
学
を
専
攻
し
た
の
ち
宮
内
庁
担
当
の
新
聞
記
者
と
な
っ
た

著
者
が
抱
い
た
の
は
﹁
メ
デ
ィ
ア
は
な
ぜ
皇
室
の
私
的
生
活
を
取
材
す
る
の

か
﹂
と
い
う
疑
問
で
あ
っ
た
︒
そ
の
疑
問
へ
の
答
え
を
出
す
過
程
で
書
か
れ

た
学
位
請
求
論
文
︵
﹁
皇
室
の
﹁
近
代
家
族
﹂
化
と
日
本
社
会
﹂
︶
が
も
と
と

な
っ
た
本
書
は
︑
﹁
は
し
が
き
﹂
に
よ
れ
ば
﹁
皇
室
に
近
代
家
族
を
見
よ
う

と
す
る
新
た
な
試
み
﹂
で
あ
る
︒

そ
の
課
題
は
︑
本
書
の
サ
ブ
タ
イ
ト
ル
に
﹁
側
室
・
育
児
・
恋
愛
﹂
と
あ

る
よ
う
に
︑
﹁
側
室
﹂
を
廃
し
た
一
夫
一
婦
制
︑
﹁
御
手
許
﹂
養
育
と
い
う

﹁
育
児
﹂
︑
﹁
恋
愛
﹂
に
基
づ
く
婚
姻
へ
と
い
う
皇
室
の
歴
史
的
変
化
は
︑
日

本
の
家
族
の
近
代
家
族
化
に
合
わ
せ
皇
室
が
自
ら
を
変
動
さ
せ
た
﹁
皇
室
の

近
代
家
族
化
﹂
の
過
程
で
あ
る
こ
と
の
論
証
に
あ
る
︒
以
下
︑
ま
ず
本
書
の

概
要
を
整
理
し
︑
次
に
論
評
を
く
わ
え
る
こ
と
と
し
た
い
︒

一

本

書

の

概

要

本
書
全
体
の
構
成
は
次
の
通
り
で
あ
る
︒

序
章

な
ぜ
︑
皇
室
が
近
代
家
族
で
あ
る
こ
と
を
問
う
の
か

Ⅰ
部

睦
仁
・
美
子
︑
嘉
仁
・
節
子
の
時
代

明
治
中
期
か
ら
大
正
前
期

第
一
章

明
治
期
に
お
け
る
皇
太
子
嘉
仁
・
節
子
夫
妻
と
近
代
家
族

第
二
章

永
世
皇
族
制
と
近
代
家
族
化
の
な
か
の
皇
族
庶
子
問
題

第
三
章

大
正
期
皇
室
に
お
け
る
一
夫
一
婦
制
の
確
立

Ⅱ
部

裕
仁
・
良
子
の
時
代

大
正
後
期
か
ら
昭
和
戦
前
期

第
一
章

大
衆
社
会
化
の
な
か
の
皇
太
子
妃
良
子

第
二
章

近
代
皇
室
に
お
け
る
﹁
乳
人
﹂
の
選
定
過
程
と
変
容

第
三
章

皇
子
養
育
を
め
ぐ
る
ポ
リ
テ
ィ
ク
ス

Ⅲ
部

明
仁
・
美
智
子
の
時
代

昭
和
戦
後
期

第
一
章

敗
戦
直
後
の
内
親
王
の
結
婚

﹁
恋
愛
﹂
へ
の
注
目

第
二
章

美
智
子
妃
﹁
恋
愛
神
話
﹂
の
創
出

第
三
章

ミ
ッ
チ
ー
・
ブ
ー
ム
︑
そ
の
後

﹁
大
衆
天
皇
制
論
﹂
の
再

検
討

終
章

﹁
近
代
家
族
﹂
と
皇
室

序
章
で
は
︑
先
行
研
究
の
検
討
を
通
し
︑
本
書
の
課
題
が
導
き
出
さ
れ
る
︒

著
者
は
︑
﹁
天
皇
・
皇
族
の
婚
姻
・
生
殖
・
子
育
て
﹂
を
正
面
か
ら
扱
っ
て

こ
な
か
っ
た
近
代
天
皇
制
研
究
に
対
し
︑
皇
室
の
家
族
や
皇
后
の
役
割
に
注

目
し
た
点
で
皇
室
の
家
族
を
め
ぐ
る
研
究
を
評
価
す
る
︒
だ
が
︑
そ
の
枠
組

み
は
︑
皇
后
・
皇
太
子
妃
に
古
い
﹁
家
﹂
に
生
き
る
不
幸
や
苦
悩
を
見
る
な

ど
︑
戦
前
の
﹁
家
﹂
と
戦
後
の
家
族
の
民
主
化
の
対
比
か
ら
抜
け
出
せ
て
い

な
い
と
す
る
︒

そ
れ
に
対
し
著
者
が
注
目
す
る
の
は
︑
戦
前
日
本
の
︑
特
に
新
中
間
層
家

族
に
近
代
家
族
を
見
出
し
た
近
代
家
族
論
や
︑
近
代
家
族
の
歴
史
的
実
態
を
︑

近
代
家
族
の
葛
藤
︑
恋
愛
と
結
婚
と
い
っ
た
側
面
か
ら
探
る
歴
史
研
究
︑
そ

書 評
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し
て
ペ
ア
と
し
て
の
天
皇
・
皇
后
や
子
ど
も
中
心
の
親
密
な
団
欒
の
姿
と
い

う
表
象
の
意
味
を
探
る
表
象
研
究
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
視
点
か
ら
皇
室
像
の
規

範
性
を
探
る
研
究
で
あ
る
︒

さ
ら
に
︑
戦
後
に
美
智
子
妃
が
大
衆
的
熱
狂
で
迎
え
ら
れ
た
背
景
を
大
衆

社
会
状
況
の
な
か
に
探
る
﹁
大
衆
天
皇
制
論
﹂
や
︑
戦
前
天
皇
制
に
お
い
て

も
︑
大
衆
天
皇
的
な
状
況
が
出
現
し
て
い
た
こ
と
を
指
摘
し
た
論
を
歴
史
的

事
実
に
基
づ
い
て
実
証
す
る
必
要
を
指
摘
す
る
︒

以
上
の
先
行
研
究
の
検
討
か
ら
著
者
は
︑
﹁
皇
室
研
究
と
近
代
家
族
論
の

成
果
を
接
合
﹂
さ
せ
︑
﹁
皇
室
と
日
本
社
会
の
家
族
の
あ
り
方
の
相
互
関
係
﹂

を
明
ら
か
に
す
る
と
い
う
課
題
を
導
き
だ
す
︒
本
書
の
特
徴
は
著
者
に
よ
れ

ば
︑
﹁
明
治
中
期
か
ら
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
︑
皇
室
の
変
動
を
長
い
射
程

の
な
か
で
み
る
﹂
点
︑
そ
し
て
﹁
皇
室
研
究
を
﹁
皇
室
の
歴
史
﹂
に
閉
じ
る

こ
と
な
く
︑
家
族
史
・
ジ
ェ
ン
ダ
ー
史
・
メ
デ
ィ
ア
史
・
法
制
史
・
大
衆
社

会
論
に
ま
で
目
を
向
け
た
﹂
︵
一
一
頁
︶
点
に
あ
る
︒

用
い
る
史
料
は
︑
皇
室
内
部
を
知
る
人
間
の
日
記
を
は
じ
め
︑
女
官
へ
の

聞
き
取
り
調
査
︑
乳
人
選
定
の
記
録
な
ど
今
ま
で
用
い
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た

史
料
︑
新
聞
︑
雑
誌
記
事
︑
公
民
館
報
︑
テ
レ
ビ
画
像
と
い
っ
た
マ
ス
メ
デ

ィ
ア
に
関
す
る
情
報
な
ど
多
岐
に
わ
た
る
︒
ま
た
︑
分
析
に
あ
た
り
著
者
が

﹁
皇
室
に
お
け
る
近
代
家
族
化
﹂
の
具
体
的
な
指
標
と
し
て
重
視
す
る
の
は
︑

﹁
一
夫
一
婦
﹂
と
﹁
子
ど
も
の
養
育
﹂
で
あ
り
︑
近
代
皇
室
の
近
代
家
族
へ

の
接
近
は
︑
近
代
皇
室
が
︑
こ
の
二
つ
の
指
標
を
備
え
る
に
至
る
過
程
と
し

て
描
か
れ
る
︒
Ⅰ
部
で
は
︑
明
治
・
大
正
期
の
二
代
の
皇
室
が
一
夫
一
婦
に

転
じ
る
過
程
が
︑
Ⅱ
部
で
は
︑
昭
和
戦
前
期
の
裕
仁
家
族
が
近
代
化
を
試
み

つ
つ
も
︑
戦
時
下
に
乳
人
制
度
の
継
続
︑
お
手
許
養
育
の
中
断
に
至
る
屈
折

が
︑
Ⅲ
部
で
は
︑
明
仁
の
姉
た
ち
と
明
仁
・
美
智
子
の
結
婚
と
そ
こ
で
の

﹁
恋
愛
﹂
重
視
の
様
を
描
く
︒

詳
し
く
見
て
い
こ
う
︒
な
お
︑
こ
こ
で
は
本
文
中
の
文
章
に
依
拠
す
る
形

で
の
要
約
を
試
み
る
︒
Ⅰ
部
第
一
章
で
は
︑
明
治
末
期
の
嘉
仁
・
節
子
の
新

夫
婦
は
︑
日
清
・
日
露
の
戦
間
期
に
近
代
家
族
の
担
い
手
で
あ
る
新
中
間
層

が
登
場
し
﹁
近
代
家
族
が
人
び
と
の
目
指
す
べ
き
理
想
と
な
っ
て
い
く
﹂

︵
二
五
頁
︶
時
代
状
況
に
対
応
し
﹁
近
代
家
族
に
接
近
し
よ
う
と
し
て
い

た
﹂
︵
四
〇
頁
︶
と
す
る
︒

第
二
章
で
は
︑
﹁
宮
家
の
近
代
家
族
化
方
針
﹂
︵
七
〇
頁
︶
の
も
と
︑
一
九

〇
〇
年
︵
明
治
三
三
︶
段
階
で
側
室
を
持
つ
皇
族
は
い
な
く
な
り
︑
一
九
一

〇
年
に
は
庶
子
を
否
認
す
る
条
文
を
含
む
皇
室
親
族
令
が
制
定
さ
れ
る
が
︑

そ
の
大
き
な
理
由
は
︑
明
治
期
皇
室
が
﹁
近
代
家
族
化
の
波
の
な
か
に
い
た

こ
と
が
大
き
い
﹂
︵
七
〇
頁
︶
と
す
る
︒
第
三
章
で
は
︑
大
正
期
皇
室
の
嘉

仁
・
節
子
は
︑
﹁
近
代
家
族
を
求
め
る
社
会
の
な
か
で
近
代
的
夫
婦
と
し
て

振
舞
っ
た
﹂
︵
一
〇
二
頁
︶
と
一
夫
一
婦
制
の
確
立
を
指
摘
す
る
︒
ま
た
︑

近
代
家
族
を
求
め
る
時
代
︑
華
族
の
子
女
の
多
く
が
高
等
女
学
校
で
学
ぶ
よ

う
に
な
り
︑
側
室
の
供
給
基
盤
で
あ
っ
た
一
〇
代
前
半
か
ら
宮
中
入
り
す
る

女
官
制
度
は
制
度
疲
労
を
起
こ
し
た
と
す
る
︒

Ⅱ
部
第
一
章
で
は
︑
大
衆
︵
消
費
︶
社
会
の
出
現
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
急

速
な
発
達
と
と
も
に
現
れ
た
久
邇
宮
良
子
／
皇
太
子
妃
良
子
は
︑
皇
族
に

﹁
﹁
平
民
﹂
的
な
姿
﹂
︵
一
一
一
頁
︶
を
見
よ
う
と
す
る
人
び
と
の
期
待
に
合

致
す
る
女
性
皇
族
で
あ
っ
た
こ
と
を
論
じ
る
︒
第
二
章
で
は
︑
大
正
デ
モ
ク

ラ
シ
ー
の
時
代
に
登
場
し
た
皇
太
子
裕
仁
・
良
子
は
︑
女
官
を
通
勤
制
に
す

る
こ
と
で
家
族
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
確
保
し
︑
子
ど
も
た
ち
を
手
許
で
育
て

る
な
ど
の
近
代
化
志
向
を
持
っ
て
い
た
に
も
拘
ら
ず
︑
な
ぜ
乳
人
制
度
の
存

続
︑
拡
大
が
な
さ
れ
た
の
か
︑
乳
人
の
選
考
過
程
を
中
心
に
論
じ
︑
そ
の
理
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由
は
︑
﹁
近
代
乳
人
﹂
の
制
度
が
︑
﹁
近
代
家
族
と
し
て
の
﹁
ラ
イ
フ
ス
タ
イ

ル
が
一
般
化
す
る
大
正
後
期
に
︑
国
民
と
皇
室
を
結
ぶ
新
た
な
回
路
と
し
て

構
築
さ
れ
た
装
置
﹂
︵
一
七
四
頁
︶
で
あ
っ
た
点
に
あ
る
と
す
る
︒
第
三
章

で
は
︑
﹁
御
手
許
養
育
﹂
の
実
態
に
焦
点
を
あ
て
︑
良
子
自
ら
の
授
乳
が
︑

当
時
の
新
聞
で
﹁
一
般
女
性
た
ち
が
模
範
と
す
べ
き
母
性
の
発
露
﹂
︵
一
八

五
頁
︶
と
し
て
強
調
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
︒
し
か
し
﹁
近
代
家
族
規
範

が
後
退
し
︑
む
し
ろ
家
族
成
員
は
国
家
に
貢
献
す
べ
き
﹂
︵
二
〇
五
頁
︶
と

さ
れ
る
時
代
状
況
の
な
か
で
︑
皇
太
子
明
仁
に
つ
い
て
は
三
才
か
ら
の
別
居

養
育
が
な
さ
れ
た
が
︑
別
居
後
の
教
育
内
容
に
ま
で
目
を
向
け
る
な
ら
︑

﹁
﹁
御
手
許
﹂
養
育
の
終
了
と
い
う
﹁
断
絶
﹂
の
み
に
注
目
﹂
︵
二
〇
五
頁
︶

す
る
の
は
誤
り
で
あ
る
と
い
う
︒

Ⅲ
部
第
一
章
で
は
︑
占
領
期
の
二
人
の
内
親
王
の
結
婚
と
﹁
恋
愛
﹂
に
焦

点
を
あ
て
る
︒
二
人
の
内
親
王
の
結
婚
は
︑
国
家
社
会
や
家
の
た
め
の
結
婚

で
は
な
く
自
分
た
ち
の
幸
福
の
た
め
の
結
婚
へ
と
い
う
価
値
の
転
換
の
進
行

と
一
致
し
た
た
め
人
々
に
歓
迎
さ
れ
た
が
︑
﹁
恋
愛
﹂
と
結
婚
を
結
び
付
け

る
恋
愛
結
婚
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
や
﹁
愛
﹂
を
組
み
込
ん
だ
見
合
い
結
婚
の
奨
励

は
︑
戦
前
期
か
ら
連
続
し
た
傾
向
で
も
あ
っ
た
と
す
る
︒
第
二
章
で
は
︑
明

仁
と
美
智
子
の
﹁
恋
愛
神
話
﹂
誕
生
の
経
緯
を
︑
宮
内
庁
内
部
の
史
料
と
マ

ス
メ
デ
ィ
ア
の
動
き
か
ら
追
う
︒
﹁
恋
愛
﹂
の
強
調
は
︑
﹁
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と

そ
れ
を
受
け
止
め
る
人
び
と
が
ラ
ブ
ス
ト
ー
リ
ー
を
歓
迎
し
た
た
め
﹂
︵
二

七
六
頁
︶
で
あ
り
︑
﹁
当
時
の
人
び
と
の
欲
望
の
反
映
で
あ
っ
た
﹂
︵
二
七
七

頁
︶
︒
第
三
章
で
は
︑
﹁
﹁
幸
せ
な
家
庭
﹂
︑
つ
ま
り
近
代
家
族
像
が
︑
大
衆
の

欲
望
の
的
﹂
︵
二
八
七
頁
︶
と
な
る
な
か
で
︑
皇
室
の
正
統
性
の
基
盤
が

﹁
皇
祖
皇
宗
﹂
で
は
な
く
﹁
大
衆
同
意
﹂
に
求
め
ら
れ
る
﹁
大
衆
天
皇
制
﹂

の
様
相
を
︑
美
智
子
妃
報
道
を
手
が
か
り
に
論
じ
る
︒
し
か
し
︑
電
化
生
活

の
普
及
な
ど
に
よ
り
︑
人
び
と
に
と
っ
て
﹁
幸
せ
な
家
庭
﹂
が
憧
れ
の
対
象

で
は
な
く
な
る
と
と
も
に
︑
明
仁
・
美
智
子
夫
妻
の
﹁
近
代
家
族
イ
メ
ー
ジ

は
︑
急
速
に
陳
腐
化
﹂
︵
三
一
四
頁
︶
し
た
と
す
る
︒

終
章
で
は
︑
﹁
皇
室
の
近
代
家
族
化
の
様
相
を
歴
史
学
的
に
実
証
﹂
︵
三
二

三
頁
︶
す
る
な
か
で
何
が
明
ら
か
に
な
っ
た
か
が
示
さ
れ
る
︒
ま
ず
︑
﹁
夫

婦
関
係
﹂
に
つ
い
て
︒
新
聞
雑
誌
は
︑
嘉
仁
・
節
子
の
結
婚
を
﹁
一
夫
一
婦

の
範
﹂
と
書
き
立
て
︑
裕
仁
・
良
子
の
時
に
は
﹁
新
婚
カ
ッ
プ
ル
の
仲
睦
ま

じ
さ
報
道
﹂
が
︑
明
仁
・
美
智
子
の
結
婚
で
は
﹁
﹁
恋
愛
﹂
報
道
が
全
面
化

し
た
﹂
が
︑
そ
れ
は
︑
皇
室
が
社
会
の
変
化
を
受
け
て
自
ら
の
結
婚
の
あ
り

方
を
変
化
さ
せ
た
が
た
め
と
す
る
︒
次
に
﹁
子
ど
も
の
養
育
﹂
に
つ
い
て
︒

嘉
仁
・
節
子
の
代
に
な
さ
れ
た
親
子
の
愛
情
が
深
ま
る
た
め
の
配
慮
は
︑
新

中
間
層
の
子
ど
も
を
家
庭
の
中
心
に
置
く
考
え
方
の
広
ま
り
と
連
動
し
︑
裕

仁
・
良
子
の
代
に
は
︑
養
育
へ
の
関
与
は
さ
ら
に
拡
大
す
る
な
ど
︑
﹁
近
代

家
族
﹂
へ
の
志
向
と
い
う
点
で
︑
戦
前
と
戦
後
は
連
続
す
る
側
面
が
強
い
と

す
る
︒

し
か
し
︑
著
者
は
︑
﹁
一
般
社
会
の
近
代
家
族
化
同
様
︑
皇
室
の
近
代
家

族
化
も
直
線
的
・
単
線
的
な
発
展
と
い
う
見
方
で
は
回
収
で
き
な
い
複
雑

さ
﹂
︵
三
二
九
頁
︶
が
あ
り
︑
﹁
近
代
家
族
規
範
の
複
数
性
が
皇
室
家
族
の
社

会
史
で
あ
る
﹂
︵
三
二
六
頁
︶
と
述
べ
る
︒
﹁
近
代
家
族
規
範
の
複
数
性
﹂
と

は
︑
①
国
民
国
家
の
下
部
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
近
代
家
族
と
︑
家
内
領
域
で

の
団
欒
の
場
と
し
て
の
近
代
家
族
の
相
剋
︑
②
女
性
を
良
妻
賢
母
に
封
じ
込

め
る
と
い
う
近
代
家
族
の
あ
り
方
と
︑
近
代
家
族
の
な
か
で
高
学
歴
化
す
る

女
性
の
主
体
と
の
相
剋
︑
③
生
ま
れ
て
く
る
子
ど
も
の
健
康
︵
身
体
的
優
位

性
︶
を
重
視
し
︑
感
染
病
・
遺
伝
病
の
な
い
皇
太
子
妃
を
選
ぶ
︑
つ
ま
り
優

生
思
想
と
い
う
近
代
的
な
思
考
法
と
︑
皇
室
の
存
立
基
盤
を
人
々
の
支
持
に
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置
く
近
代
皇
室
の
あ
り
方
の
相
剋
︑
こ
の
三
つ
を
意
味
す
る
と
い
う
︒

で
は
︑
皇
室
家
族
が
﹁
な﹅

ぜ﹅

近
代
家
族
化
し
た
か
﹂
︒
そ
れ
は
﹁
大
衆
社

会
化
の
な
か
で
︑
皇
室
の
存
立
が
伝
統
よ
り
も
人
び
と
の
支
持
と
い
う
正
当

性
が
重
視
さ
れ
た
結
果
で
﹂
︑
﹁
皇
室
は
人
び
と
の
模
範
で
あ
る
た
め
に
︑
逆

に
人
び
と
を
模
範
と
し
て
︑
そ
の
家
族
シ
ス
テ
ム
︵
皇
室
の
あ
り
方
︶
を
変

化
さ
せ
て
い
っ
た
﹂
︵
三
三
八
頁
︶
か
ら
だ
︒
そ
う
著
者
は
結
論
づ
け
る
︒

﹁
皇
室
の
近
代
家
族
化
と
は
︑
つ
ま
り
は
天
皇
家
の
﹁
平
民
﹂
化
で
あ
り
︑

人
び
と
と
の
家
族
の
価
値
観
の
共
有
化
﹂
︵
三
三
四
頁
︶
で
あ
っ
た
が
︑
そ

の
際
に
大
き
な
役
割
を
果
た
し
た
の
が
﹁
大
衆
的
メ
デ
ィ
ア
﹂
で
あ
っ
た
︒

﹁
見
ら
れ
る
﹂
こ
と
が
皇
室
を
﹁
平
民
﹂
化
し
︑
家
族
に
関
し
て
人
々
と
価

値
観
の
共
有
が
起
き
た
こ
と
が
︑
﹁
皇
室
の
近
代
家
族
化
の
最
大
の
理
由
﹂

だ
と
い
う
の
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の
動
き
は
︑
従
来
考
え
ら
れ
て
い
た
よ
り

ず
っ
と
早
く
明
治
中
期
か
ら
始
ま
り
︑
高
度
経
済
成
長
期
ま
で
連
続
し
て
い

た
︵
三
三
五
頁
︶
と
す
る
︒

二

論

評

評
者
は
︑
皇
室
や
天
皇
制
に
つ
い
て
は
門
外
漢
で
あ
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
︑

と
く
に
﹁
皇
室
の
近
代
家
族
化
﹂
に
つ
い
て
抱
い
た
疑
問
を
述
べ
︑
評
者
と

し
て
の
責
を
塞
ぎ
た
い
︒

以
上
の
要
約
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
︑
本
書
の
特
徴
は
︑
従
来
の
近
代
天
皇

制
研
究
は
も
ち
ろ
ん
︑
皇
室
家
族
の
研
究
に
あ
っ
て
も
近
代
家
族
へ
の
視
点

が
弱
い
こ
と
へ
の
疑
問
か
ら
︑
表
象
研
究
︑
ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
︑
近
代
家
族

史
研
究
︑
大
衆
天
皇
制
論
も
視
野
に
入
れ
︑
皇
室
の
婚
姻
・
子
育
て
の
歴
史

的
変
化
を
︑
近
代
家
族
へ
の
人
び
と
の
期
待
と
関
わ
ら
せ
︑
明
治
中
期
か
ら

高
度
成
長
期
ま
で
の
長
い
時
間
軸
の
な
か
で
探
る
こ
と
で
﹁
近
代
皇
室
の
社

会
史
﹂
を
描
く
と
い
う
大
き
な
構
え
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
点
に
あ
る
︒

そ
の
た
め
︑
性
格
の
異
な
る
多
く
の
史
料
や
著
者
が
古
書
店
で
収
集
し
た

絵
葉
書
な
ど
の
視
覚
に
訴
え
る
史
料
も
多
く
用
い
ら
れ
︑
旺
盛
な
史
料
収
集

の
跡
が
う
か
が
え
る
︒
な
か
で
も
著
者
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
関
わ
る
史
料

を
多
用
す
る
が
︑
そ
れ
は
皇
室
が
近
代
家
族
化
す
る
う
え
で
︑
マ
ス
メ
デ
ィ

ア
が
︑
人
々
の
﹁
希
望
を
社
会
に
頒
布
す
る
媒
体
﹂
︵
三
三
三
頁
︶
だ
っ
た

こ
と
に
求
め
ら
れ
る
︒
と
く
に
戦
後
に
つ
い
て
は
︑
女
性
週
刊
誌
も
含
め
た

雑
誌
記
事
や
テ
レ
ビ
画
像
も
含
め
メ
デ
ィ
ア
史
料
が
多
用
さ
れ
︑
美
智
子
妃

内
定
ま
で
の
記
述
は
記
者
体
験
を
持
つ
著
者
な
ら
で
は
の
筆
致
で
新
聞
ル
ポ

を
読
む
趣
が
あ
る
︒

で
は
︑
著
者
が
課
題
と
し
て
掲
げ
た
﹁
皇
室
研
究
と
近
代
家
族
論
の
成
果

の
接
合
﹂
と
い
う
試
み
が
成
功
し
て
い
る
か
︑
と
言
え
ば
︑
疑
問
と
せ
ざ
る

を
得
な
い
︒
む
し
ろ
本
書
の
主
題
は
︑
﹁
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
か
ら
見
た
近
代
皇

室
の
歴
史
的
変
容
﹂
で
は
な
い
か
と
い
う
違
和
感
を
持
た
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
︒
そ
の
理
由
の
一
つ
は
︑
皇
室
の
近
代
家
族
化
の
原
因
は
︑
人
び
と
の

﹁
近
代
家
族
化
﹂
に
あ
る
と
さ
れ
る
が
︑
﹁
近
代
家
族
化
﹂
は
説
明
概
念
に

と
ど
ま
り
︑
近
代
家
族
化
の
歴
史
的
内
実
が
明
確
な
像
を
結
ば
な
い
こ
と
に

加
え
︑
近
代
家
族
化
の
根
拠
の
多
く
が
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
求
め
ら
れ
︑
人
び

と
の
意
識
が
新
聞
報
道
で
代
表
さ
れ
て
い
る
点
に
あ
る
︒
そ
の
傾
向
は
︑
と

く
に
戦
後
の
﹁
明
仁
・
美
智
子
の
時
代
﹂
に
顕
著
で
あ
る
︒
た
と
え
ば
︑

﹁
ミ
ッ
チ
ー
・
ブ
ー
ム
︑
そ
の
後
﹂
で
は
︑
高
度
成
長
期
に
﹁
明
仁
・
美
智

子
夫
婦
﹂
の
﹁
近
代
家
族
イ
メ
ー
ジ
は
︑
急
速
に
陳
腐
化
す
る
﹂
と
い
う
と

き
の
根
拠
の
多
く
は
︑
注
か
ら
も
見
て
取
れ
る
よ
う
に
全
国
紙
と
週
刊
誌
に

求
め
ら
れ
る
︒
し
か
し
︑
全
国
紙
と
週
刊
誌
を
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
︑
そ

れ
ら
を
も
と
に
︑
ど
こ
ま
で
皇
室
の
意
向
や
人
々
の
意
識
を
探
る
こ
と
が
で
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き
る
の
か
︑
そ
の
有
効
性
と
限
界
に
注
意
が
払
わ
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
︒
宮
内

庁
担
当
記
者
で
あ
っ
た
時
代
﹁
皇
室
の
家
族
の
問
題
﹂
な
ど
﹁
極
め
て
プ
ラ

イ
ベ
ー
ト
に
関
わ
る
問
題
﹂
へ
の
取
材
に
﹁
気
が
滅
入
る
こ
と
が
多
か
っ

た
﹂
︵
あ
と
が
き
︶
と
い
う
著
者
で
あ
れ
ば
な
お
の
こ
と
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

資
料
を
歴
史
の
史
料
と
し
て
用
い
る
に
あ
た
っ
て
は
意
識
的
な
史
料
批
判
が

な
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
か
っ
た
か
︒

全
国
紙
や
週
刊
誌
か
ら
︑
ど
れ
だ
け
実
態
に
迫
れ
る
か
を
巡
っ
て
は
︑
原

武
史
の
指
摘
が
あ
る
︒
ミ
ッ
チ
ー
・
ブ
ー
ム
の
終
焉
を
め
ぐ
っ
て
原
は
︑

﹁
確
か
に
全
国
紙
や
週
刊
誌
な
ど
で
は
︑
皇
太
子
夫
妻
に
関
す
る
報
道
は
小

さ
く
な
る
傾
向
﹂
に
あ
っ
た
が
︑
﹁
そ
れ
ら
を
見
て
い
る
だ
け
で
は
地
方
の

実
態
を
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂
と
す
る
︒
地
方
紙
に
記
さ
れ
た
夫
妻

を
出
迎
え
た
人
の
数
や
︑
美
智
子
妃
が
見
え
る
側
に
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
人

垣
︑
日
々
写
真
入
り
で
紹
介
さ
れ
る
美
智
子
妃
の
目
ま
ぐ
る
し
く
変
わ
る
服

装
︑
さ
ら
に
﹁
美
し
い
美
智
子
妃
を
見
る
こ
と
が
で
き
て
最
高
の
気
分
﹂
と

い
っ
た
固
有
名
詞
で
記
さ
れ
た
一
人
ひ
と
り
の
女
性
た
ち
が
発
し
た
言
葉
︒

そ
れ
ら
を
も
と
に
原
は
︑
ミ
ッ
チ
ー
・
ブ
ー
ム
は
︑
東
京
か
ら
地
方
へ
と
波

及
し
九
四
年
段
階
に
お
い
て
も
続
い
て
い
た
と
結
論
づ
け
て
い
る①
︒

理
由
の
二
つ
目
は
︑
近
代
皇
室
は
︑
社
会
の
近
代
家
族
へ
の
期
待
と
価
値

観
を
共
有
し
︑
近
代
家
族
化
し
た
と
あ
る
よ
う
に
︑
皇
室
と
社
会
と
の
関
係

が
﹁
相
互
関
係
﹂
︵
三
頁
︶
で
は
な
く
一
方
向
的
に
描
か
れ
て
い
る
点
に
あ

る
︒
著
者
は
序
章
で
︑
﹁
近
代
家
族
は
︑
国
家
と
家
族
の
間
で
緊
張
を
は
ら

み
︑
家
族
を
近
代
化
す
る
こ
と
の
相
互
利
益
を
共
有
し
な
が
ら
複
雑
に
展
開

し
て
い
く
﹂
の
で
あ
り
︑
﹁
近
代
家
族
化
＝
女
性
の
国
民
化
︑
と
い
う
単
純

な
図
式
だ
け
で
は
回
収
で
き
な
い
歴
史
の
重
層
性
﹂
が
あ
る
が
ゆ
え
に
︑

﹁
歴
史
学
に
よ
る
緻
密
な
実
証
﹂
が
必
要
︵
七
頁
︶
な
の
だ
と
述
べ
て
い
る
︒

そ
し
て
確
か
に
︑
実
証
の
過
程
で
は
︑
さ
ま
ざ
ま
な
分
析
を
繰
り
広
げ
て
は

い
る
も
の
の
︑
人
び
と
の
支
持
を
得
る
た
め
に
︑
皇
室
は
人
び
と
を
模
範
に

近
代
家
族
化
し
た
と
の
結
論
か
ら
は
︑
皇
室
と
近
代
家
族
と
の
単
線
的
か
つ

一
方
向
的
な
関
係
し
か
見
え
て
こ
な
い
︒

か
つ
て
多
木
浩
二
は
﹃
天
皇
の
肖
像
﹄
で
︑
民
衆
の
視
線
の
な
か
で
国
家

の
側
は
新
し
い
権
力
空
間
を
切
り
開
く
必
要
に
迫
ら
れ
た
と
い
う
せ
め
ぎ
合

う
関
係
や
︑
そ
の
媒
体
で
あ
る
錦
絵
か
ら
写
真
へ
の
変
化
に
も
注
目
し
て
天

皇
の
肖
像
の
形
成
過
程
を
描
き
出
し
︑
見
る
︑
見
ら
れ
る
関
係
は
一
方
向
的

で
は
な
い
こ
と
を
示
し
た②
︒
し
か
し
本
書
で
は
︑
人
び
と
と
皇
室
の
双
方
向

的
な
せ
め
ぎ
合
う
関
係
や
︑
人
び
と
の
生
き
る
場
で
あ
る
家
族
に
天
皇
制
や

国
家
が
介
入
す
る
側
面
が
捨
象
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
印
象
を
受
け
る
︒

な
ぜ
︑
そ
う
な
る
の
だ
ろ
う
か
︒
著
者
は
︑
﹁
近
代
家
族
の
相
剋
﹂
の
一

つ
と
し
て
﹁
国
民
国
家
の
下
部
シ
ス
テ
ム
と
し
て
の
近
代
家
族
と
︑
家
内
領

域
で
の
団
欒
の
場
と
し
て
の
近
代
家
族
の
相
剋
﹂
︵
三
二
六
頁
︶
を
あ
げ
る
︒

し
か
し
︑
こ
こ
で
重
要
な
こ
と
は
︑
近
代
家
族
の
外
側
の
公
的
世
界
と
私
的

世
界
と
み
な
さ
れ
て
き
た
家
族
の
内
部
を
︑
公
／
私
の
相
剋
や
二
項
対
立
と

し
て
示
す
に
と
ど
ま
ら
ず
︑
公
／
私
の
線
引
き
の
ゆ
ら
ぎ
や
そ
の
歴
史
性
を

問
う
こ
と
で
あ
り
︑
本
書
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
︑
そ
の
こ
と
が
皇
室
内
部
の

世
界
を
読
み
解
く
新
た
な
領
域
を
切
り
開
く
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
︒

評
者
は
︑
近
代
家
族
の
生
活
世
界
の
内
実
を
︑
そ
こ
に
生
き
た
一
人
ひ
と

り
の
女
と
男
の
側
か
ら
明
ら
か
に
し
よ
う
と
試
み
た
こ
と
が
あ
る
︒
近
代
家

族
の
形
成
を
理
想
と
し
た
一
組
の
夫
婦
が
︑
ど
の
よ
う
に
妻
︑
母
役
割
︑

夫
・
父
役
割
を
内
面
化
し
て
い
く
の
か
︑
女
と
男
双
方
の
史
料
を
用
い
︑
合

わ
せ
鏡
の
よ
う
に
描
き
出
そ
う
と
し
た③
︒
そ
の
書
評
で
藤
野
裕
子
は
︑
そ
こ

に
は
︑
近
代
家
族
の
規
範
を
理
想
と
し
︑
ま
た
﹁
逆
手
に
と
っ
て
社
会
進
出

書 評

75 (359)



と
自
己
実
現
の
途
を
切
り
開
き
な
が
ら
︑
し
か
し
︑
そ
れ
ゆ
え
に
よ
り
い
っ

そ
う
規
範
に
絡
め
取
ら
れ
閉
塞
し
て
い
く
﹂
姿
が
描
か
れ
て
い
る
と
評
し
た④
︒

そ
れ
は
近
代
家
族
規
範
に
も
と
づ
く
﹁
家
庭
﹂
に
生
き
た
女
と
男
の
規
範
と

現
実
︑
そ
の
矛
盾
を
孕
ん
だ
関
係
を
描
く
こ
と
が
︑
近
代
家
族
の
内
実
を
描

く
こ
と
に
な
る
と
の
指
摘
で
あ
り
︑
﹁
相
剋
﹂
が
生
ま
れ
る
動
的
な
歴
史
的

過
程
の
追
究
を
課
題
と
し
て
求
め
る
も
の
で
も
あ
る
︒

ま
た
本
書
が
︑
近
代
家
族
の
具
体
的
な
指
標
と
す
る
の
は
︑
﹁
一
夫
一
婦

制
﹂
と
﹁
子
ど
も
の
養
育
﹂
で
あ
る
が
︑
両
者
の
関
係
も
実
は
矛
盾
に
満
ち

て
い
る
︒
こ
の
一
組
の
夫
婦
の
記
録
か
ら
は
︑
夫
は
自
ら
を
慰
安
す
る
妻
役

割
を
求
め
る
が
︑
妻
は
自
己
実
現
の
代
償
と
し
て
も
母
役
割
に
の
め
り
込
む

と
い
う
︑
男
と
女
の
抱
え
た
葛
藤
と
矛
盾
︑
ズ
レ
︑
そ
し
て
男
と
女
そ
れ
ぞ

れ
に
︑
父
役
割
と
夫
役
割
︑
妻
役
割
と
母
役
割
に
引
き
裂
か
れ
る
矛
盾
が
見

え
て
き
た
︒
﹁
近
代
家
族
の
相
剋
﹂
を
問
題
と
す
る
な
ら
︑
近
代
家
族
の
内

実
や
相
剋
が
生
ま
れ
て
く
る
歴
史
的
過
程
に
留
意
し
つ
つ
︑
社
会
の
近
代
家

族
化
と
皇
室
の
近
代
化
と
の
矛
盾
と
葛
藤
を
孕
ん
だ
動
的
な
関
係
が
検
討
さ

れ
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
︒

ま
た
︑
皇
室
と
近
代
家
族
論
の
接
合
と
い
う
本
書
の
課
題
か
ら
す
れ
ば
︑

マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
質
的
変
化
に
も
留
意
し
な
が
ら
︑
近
代
日
本
に
お
い
て
︑

﹁
天
皇
一
家
﹂
が
︑
近
代
家
族
的
な
﹁
夫
婦
﹂
や
﹁
家
族
﹂
﹁
親
子
﹂
の
モ

デ
ル
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
意
味
を
︑
﹁
家
族
イ
メ
ー
ジ
﹂
登
場
の
時

空
間
や
そ
の
歴
史
性
に
着
目
し
て
分
析
し
た
長
志
珠
絵
︑
そ
し
て
近
代
日
本

の
皇
后
・
皇
太
子
妃
の
妊
娠
・
出
産
を
﹁
皇
后
の
授
乳
﹂
言
説
や
﹁
プ
ラ
イ

バ
シ
ー
﹂
領
域
概
念
の
構
築
に
焦
点
を
あ
て
て
分
析
し
た
北
原
恵⑤
の
研
究
が

参
照
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
︒
本
書
で
は
長
の
研
究
は
︑
﹁
皇
室
研
究
へ
の

ジ
ェ
ン
ダ
ー
研
究
か
ら
の
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
参
考
に
な
る
﹂
︵
六
頁
︶
と

紹
介
さ
れ
る
に
と
ど
ま
る
︒
し
か
し
長
と
北
原
の
研
究
は
︑
﹁
皇
室
と
近
代

家
族
論
の
接
合
﹂
を
試
み
た
研
究
で
も
あ
り
︑
日
付
を
特
定
で
き
る
新
聞
と

い
う
史
料
の
利
点
に
着
目
し
︑
歴
史
の
い
つ
の
時
点
で
の
出
来
事
か
を
特
定

し
つ
つ
分
析
を
進
め
て
い
る
点
で
注
目
す
べ
き
内
容
を
持
つ
︒

長
は
︑
天
皇
・
皇
后
イ
メ
ー
ジ
は
︑
﹁
常
に
受
容
さ
れ
︑
媒
介
さ
れ
る
回

路
を
通
じ
て
攪
乱
さ
れ
﹂
︑
﹁
モ
デ
ル
﹂
像
の
受
容
者
の
広
が
り
は
︑
﹁
モ
デ

ル
﹂
像
の
側
に
も
変
化
を
求
め
た
と
い
う
皇
室
と
社
会
の
側
と
の
相
互
関
係

に
留
意
し
︑
﹁
一
夫
一
婦
﹂
は
再
生
産
戦
略
と
し
て
の
結
婚
・
家
族
規
範
で

あ
る
こ
と
に
注
目
す
る
︒
長
に
よ
れ
ば
︑
明
治
期
の
天
皇
家
の
子
ど
も
た
ち

は
す
べ
て
庶
子
で
あ
り
︑
生
母
か
ら
引
き
離
す
﹁
御
乳
人
﹂
が
存
在
す
る
な

ど
︑
近
代
家
族
規
範
か
ら
は
﹁
齟
齬
を
き
た
す
存
在
﹂
で
あ
っ
た
︒
そ
れ
に

対
し
︑
婚
姻
内
で
の
次
世
代
再
生
産
を
求
め
ら
れ
た
皇
太
子
夫
妻
の
結
婚
は

﹁
一
夫
一
婦
﹂
の
モ
デ
ル
と
さ
れ
︑
ま
た
現
実
に
も
皇
位
継
承
権
を
持
つ
男

子
皇
孫
が
相
次
い
で
誕
生
し
た
こ
と
で
︑
情
愛
を
帯
び
た
﹁
家
族
﹂
像
の
提

示
が
可
能
と
な
っ
た
と
い
う
︒
そ
の
こ
と
で
初
め
て
︑
次
世
代
の
﹁
再
生

産
﹂
機
能
も
備
え
た
モ
デ
ル
と
し
て
︑
明
治
期
天
皇
の
﹁
家
家
族
﹂
と
皇
太

子
夫
妻
の
﹁
家
庭
家
族
﹂
か
ら
な
る
天
皇
一
家
の
家
族
像
が
︑
新
聞
付
録
と

し
て
︑
日
露
戦
争
の
さ
な
か
に
登
場
す
る
︒
長
の
研
究
は
︑
近
代
日
本
の
家

族
は
﹁
家
家
族
﹂
と
﹁
家
庭
家
族
﹂
の
二
つ
の
モ
デ
ル
の
相
互
補
完
か
ら
な

る
と
す
る
西
川
祐
子
の
近
代
家
族
論
の
定
義
を⑥
歴
史
学
の
立
場
か
ら
裏
付
け

る
も
の
で
も
あ
っ
た
︒

他
方
︑
北
原
は
︑
美
智
子
妃
の
結
婚
が
︑
新
聞
記
事
に
は
︑
民
間
か
ら
の

皇
太
子
妃
選
び
︑
乳
人
の
廃
止
と
母
乳
育
児
︑
家
族
同
居
な
ど
戦
後
の
﹁
改

革
／
英
断
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
こ
と
へ
の
疑
義
を
呈
す
る
︒
実

は
︑
戦
前
の
新
聞
に
も
︑
良
子
皇
后
の
母
乳
育
児
が
︑
公
式
発
表
と
し
て
正
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月
︑
紀
元
節
と
い
っ
た
国
家
の
節
目
ご
と
に
﹁
母
性
愛
の
模
範
﹂
と
し
て
流

さ
れ
︑
し
か
も
良
子
皇
后
授
乳
言
説
の
増
加
は
︑
皇
室
の
一
家
像
が
正
月
新

聞
に
登
場
す
る
時
期
と
一
致
し
て
い
る
と
い
う
︒
ま
た
乳
人
選
定
や
発
表
を

通
じ
母
の
身
体
を
天
皇
制
の
元
に
秩
序
付
け
規
範
化
し
た
戦
前
の
乳
人
制
度

は
︑
戦
後
に
は
︑
﹁
戦
前
の
非
人
間
的
な
天
皇
制
の
象
徴
﹂
と
さ
れ
︑
美
智

子
妃
の
場
合
に
は
︑
﹁
乳
人
の
廃
止
﹂
と
﹁
母
乳
育
児
﹂
を
セ
ッ
ト
に
し
て

育
児
責
任
を
一
身
に
担
う
母
親
像
が
ア
ピ
ー
ル
さ
れ
た
と
指
摘
す
る
︒

し
か
し
︑
本
書
で
は
︑
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
︑
母
乳
育
児
と
乳
人
制
度
の
廃

止
を
セ
ッ
ト
に
し
て
﹁
改
革
﹂
と
し
て
取
り
上
げ
た
こ
と
に
は
触
れ
ず
︑
乳

人
の
廃
止
は
︑
﹁
も
は
や
明
仁
・
美
智
子
の
カ
ッ
プ
ル
で
な
か
っ
た
と
し
て

も
時
代
の
流
れ
﹂
︵
一
七
三
頁
︶
と
述
べ
る
に
と
ど
ま
る
︒
北
原
の
研
究
に

学
ぶ
な
ら
︑
戦
前
の
良
子
皇
后
の
母
乳
授
乳
を
﹁
な
ぜ
か
隠
し
﹂
﹁
乳
人
の

廃
止
﹂
と
﹁
母
乳
育
児
﹂
を
セ
ッ
ト
に
し
た
メ
デ
ィ
ア
で
の
報
道
は
︑
巧
妙

な
言
説
操
作
と
言
え
る
︒
皇
室
と
近
代
家
族
の
接
合
︑
戦
前
と
戦
後
の
連
続

と
断
絶
と
い
う
本
書
の
課
題
か
ら
す
る
と
︑
長
︑
北
原
の
研
究
と
そ
の
分
析

方
法
を
著
者
は
ど
う
受
け
止
め
る
の
だ
ろ
う
か
︒

以
上
︑
皇
室
と
近
代
家
族
の
関
係
を
探
る
研
究
に
も
学
び
つ
つ
疑
問
点
を

述
べ
た
が
︑
書
評
を
書
き
つ
つ
何
度
も
私
が
評
者
に
ふ
さ
わ
し
い
か
自
問
し

た
︒
そ
れ
は
門
外
漢
だ
か
ら
と
い
う
だ
け
で
な
く
︑
現
在
を
生
き
る
自
分
が

過
去
の
史
料
を
読
み
解
く
困
難
を
自
覚
し
つ
つ
︑
ど
う
史
料
を
読
み
解
い
て

い
っ
た
ら
良
い
の
か
︑
私
自
身
が
模
索
し
悩
み
格
闘
し
て
い
る
こ
と
に
よ
る
︒

し
か
し
最
後
ま
で
︑
本
書
で
多
用
さ
れ
る
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
関
す
る
資
料
も

含
め
た
史
料
批
判
や
史
料
読
解
を
め
ぐ
る
著
者
の
模
索
や
試
行
錯
誤
︑
格
闘

の
過
程
と
い
っ
た
深
い
レ
ベ
ル
ま
で
読
み
取
れ
な
い
ま
ま
に
終
わ
っ
た
︒
そ

の
意
味
で
は
不
十
分
な
書
評
で
あ
る
︒
が
︑
そ
う
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
こ

の
書
評
が
︑
何
ら
か
の
議
論
に
つ
な
が
れ
ば
と
思
い
つ
つ
書
評
を
終
え
た
い
︒

①

原
武
史
﹃
平
成
の
終
焉

退
位
と
天
皇
・
皇
后
﹄
岩
波
新
書
︑
二
〇
一
九
年
︒

②

多
木
浩
二
﹃
天
皇
の
肖
像
﹄
岩
波
新
書
︑
一
九
八
八
年
︒

③

沢
山
美
果
子
﹁
﹃
家
庭
﹄
と
い
う
生
活
世
界
﹄
大
門
正
克
・
安
田
常
雄
・
天
野

正
子
編
﹃
近
代
社
会
を
生
き
る
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
三
年
︑
﹁
﹃
近
代
家
族
﹄

に
お
け
る
男

夫
と
し
て
・
父
と
し
て

﹂
阿
部
恒
久
・
大
日
向
純
夫
・
天

野
正
子
編
﹃
男
性
史
二

モ
ダ
ン
ニ
ズ
ム
か
ら
総
力
戦
へ
﹄
日
本
経
済
評
論
社
︑

二
〇
〇
六
年
↓
沢
山
美
果
子
﹃
近
代
家
族
と
子
育
て
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
一
三

年
所
収
︒

④

藤
野
裕
子
﹁
書
評

大
門
正
克
ほ
か
編
﹃
近
代
社
会
を
生
き
る
﹄
﹂
﹃
歴
史
評

論
﹄
六
七
五
号
︑
二
〇
〇
六
年
︒

⑤

長
志
珠
絵
﹁
家
族
イ
メ
ー
ジ
の
形
成
と
天
皇
・
皇
室
﹂
︑
北
原
恵
﹁
皇
室
の
出

産
・
生
殖
を
め
ぐ
る
表
象
分
析
﹂
︑
三
成
美
保
他
編
﹃
国
民
国
家
と
家
族
・
個
人
﹄

所
収
︑
二
〇
〇
五
年
︑
早
稲
田
大
学
出
版
部
︒

⑥

西
川
祐
子
﹃
近
代
国
家
と
家
族
モ
デ
ル
﹄
吉
川
弘
文
館
︑
二
〇
〇
一
年
︒

︵
Ａ
�

判

三
九
〇
頁

二
〇
二
〇
年
一
月
三
一
日

吉
川
弘
文
館

税
別
九
〇
〇
〇
円
︶

︵
岡
山
大
学
大
学
院
客
員
研
究
員
︶

書 評
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