
3　近代思想史研究における雑誌メディア

［
二
〇
一
六
年
度
大
会
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
］
特
集　

思
想
史
の
な
か
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア

近
代
思
想
史
研
究
に
お
け
る
雑
誌
メ
デ
ィ
ア

中 

野 

目
　
徹

は
じ
め
に

　

シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
趣
旨
に
も
あ
る
よ
う
に
、
思
想
史
研
究
に
お
け

る
メ
デ
ィ
ア
の
問
題
は
、
学
問
と
し
て
の
思
想
史
学
の
方
法
と
も
関

わ
ら
せ
て
改
め
て
問
わ
れ
る
べ
き
課
題
だ
と
い
え
よ
う
。
な
か
で
も

近
代
・
現
代
特
有
の
メ
デ
ィ
ア
で
あ
る
雑
誌
は
、
同
時
代
の
新
聞
や

他
の
メ
デ
ィ
ア
と
較
べ
て
み
て
も
、
思
想
伝
達
の
媒
体
と
し
て
相
性

の
よ
い
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
本
報
告
に
付
託
さ
れ
た
課
題

は
、
近
代
国
民
国
家
形
成
期

─
主
と
し
て
明
治
期

─
に
お
け
る

思
想
と
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
そ
れ
を

大
正
期
以
降
の
大
衆
社
会
状
況
の
な
か
で
そ
の
関
係
が
い
か
に
変
容

し
て
い
く
の
か
と
い
う
問
題

─
次
に
登
壇
す
る
佐
藤
卓
己
氏
に
付

託
さ
れ
て
い
る
課
題

─
へ
と
架
橋
し
て
い
く
こ
と
で
あ
る
。

　

近
代
の
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
る
歴
史
学
的
研
究
は
、
新
聞
研
究
を
中

心
と
し
て
戦
前
期
に
開
始
さ
れ
た
。
雑
誌
に
つ
い
て
も
、
明
治
文
化

研
究
会
の
メ
ン
バ
ー
に
よ
っ
て
相
応
に
研
究
が
蓄
積
さ
れ
、
そ
の
成

果
の
一
部
が
東
京
大
学
の
明
治
新
聞
雑
誌
文
庫
に
継
承
さ
れ
て
い
る

こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る）

1
（

。
戦
後
に
お
け
る
近
代
史
研
究
の
隆

盛
は
、
と
り
わ
け
明
治
期
の
結
社
と
雑
誌
、
例
え
ば
明
六
社
と
『
明

六
雑
誌
』、
民
友
社
と
『
国
民
之
友
』、
政
教
社
と
『
日
本
人
』
な
ど
、

個
々
の
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
め
ぐ
っ
て
は
大
き
な
進
展
を
見
せ
な
が
ら

今
日
に
至
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う）

2
（

。
さ
ら
に
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
や

読
書
行
為
の
研
究
な
ど
も
、
歴
史
学
や
社
会
学
、
旧
来
の
書
誌
学
な
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ど
か
ら
の
自
立
を
図
り
な
が
ら
、
新
た
な
視
点
に
立
っ
た
傾
聴
す
べ

き
多
く
の
業
績
を
挙
げ
つ
つ
あ
る）

（
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ま
で
の
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
そ
の

方
法
論
と
関
わ
ら
せ
な
が
ら
雑
誌
を
読
み
込
む
よ
う
な
研
究
動
向
は

比
較
的
微
弱
で
あ
っ
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。
前
近
代
の
思
想
史

研
究
が
厳
密
な
テ
ク
ス
ト
批
判
に
基
づ
い
て
テ
ク
ス
ト
の
読
み
自
体

を
競
い
合
う
次
元
で
な
さ
れ
て
い
る
の
と
較
べ
た
と
き
、
近
代
思
想

史
研
究
が
ど
れ
ほ
ど
自
律
し
た
学
問
領
域
を
確
立
し
え
て
い
る
か
ど

う
か
、
い
さ
さ
か
心
も
と
な
い
思
い
を
抱
い
て
き
た
こ
と
は
事
実
で

あ
る
。
そ
こ
で
、
本
報
告
で
は
、
そ
の
よ
う
な
不
安
の
解
消
を
目
指

す
試
み
の
端
緒
と
し
て
、
三
つ
の
課
題
に
即
し
て
検
討
を
加
え
て
い

き
た
い
。

　

第
一
に
、
前
近
代
を
専
攻
し
て
い
る
方
々
を
巻
き
込
む
こ
と
の
で

き
る
議
論
の
前
提
を
構
築
す
る
た
め
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
雑
誌

メ
デ
ィ
ア
の
変
遷
を
概
観
し
て
お
く
こ
と
。
第
二
に
、
近
代
思
想
史

研
究
の
方
法
論
を
意
識
し
な
が
ら
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
思
想
を
問
う

た
め
の
視
角
の
い
く
つ
か
を
具
体
的
に
提
示
す
る
こ
と
。
第
三
に
、

生
涯
を
雑
誌
記
者
と
し
て
終
始
し
た
三
宅
雪
嶺
（
一
八
六
〇
〜
一
九
四

五
）
を
例
に
挙
げ
、
思
想
主
体
が
雑
誌
に
文
章
を
書
き
続
け
る
こ
と

の
意
味
を
問
い
、
あ
わ
せ
て
佐
藤
氏
が
「
メ
デ
ィ
ア
人
間）

4
（

」
と
す
る

野
依
秀
市
と
三
宅
と
の
接
点
を
模
索
し
て
み
た
い
。
三
題
噺
め
い
て

い
て
上
手
く
ま
と
ま
る
か
自
信
は
な
い
の
だ
が
、
全
体
を
通
し
て
報

告
者
の
属
す
る
日
本
史
学
の
立
場
か
ら
、
史
料
学
に
依
拠
し
た
近
代

思
想-

史
学
の
方
法
を
意
識
し
て
論
じ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。

一　

近
代
日
本
に
お
け
る
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
変
遷

　

近
代
以
前
に
も
「
雑
誌
」
と
名
の
つ
く
書
物
は
散
見
さ
れ
る
が
、

欧
米
の�m

agazine�

を
意
識
し
た
雑
誌
と
し
て
は
、
や
は
り
柳
河
春

三
が
創
刊
し
た
『
西
洋
雑
誌
』（
慶
応
三
年
）
を
嚆
矢
と
す
る）

（
（

。
内
容

を
見
て
も
、
幕
府
開
成
所
系
の
翻
訳
新
聞
と
は
少
し
違
っ
て
、
一
応

論
説
ら
し
い
文
章
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
こ
れ
は
長
続
き
せ

ず
、
明
治
七
年
（
一
八
七
四
）
に
創
刊
さ
れ
た
『
明
六
雑
誌
』
を
も

っ
て
我
が
国
近
代
に
お
け
る
本
格
的
な
雑
誌
発
行
の
画
期
と
見
な
し

て
よ
か
ろ
う）

（
（

。
同
時
期
に
『
文
部
省
雑
誌
』『
共
存
雑
誌
』『
報
四
叢

談
』
さ
ら
に
福
澤
諭
吉
の
『
家
庭
雑
誌
』
な
ど
も
相
次
い
で
創
刊
さ

れ
て
い
る
。
こ
れ
以
降
明
治
十
年
代
に
か
け
て
は
、
い
わ
ゆ
る
明
治

国
家
体
制
の
形
成
期
で
、
多
く
の
日
刊
新
聞
が
政
治
を
議
論
し
、
あ

る
い
は
新
思
想
を
表
出
す
る
場
と
し
て
中
心
的
に
機
能
し
た
。
そ
れ

に
対
し
て
、
中
村
敬
宇
の
『
同
人
社
文
学
雑
誌
』
や
中
江
兆
民
の

『
政
理
叢
談
』
な
ど
も
含
め
て
、
こ
の
時
代
ま
で
に
発
行
さ
れ
た
雑

誌
は
形
態
上
も
『
明
六
雑
誌
』
の
ス
タ
イ
ル
（
判
型
＝
現
在
の
Ｂ
（
程

度
、
用
紙
＝
ま
だ
一
部
で
は
和
紙
を
使
用
、
分
量
＝
一
〇
〜
二
〇
頁
前
後
、
不

定
期
刊
）
を
継
承
す
る
、
一
見
粗
末
な
メ
デ
ィ
ア
と
し
て
出
発
し
た
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5　近代思想史研究における雑誌メディア

と
い
え
よ
う
。

　

明
治
二
十
年
代
に
入
る
と
、
新
聞
法
令
や
出
版
法
令
の
整
備
と
も

相
ま
っ
て
政
論
雑
誌
と
専
門
雑
誌
の
区
別
も
画
然
と
な
り
、
徳
富
蘇

峰
の
民
友
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
国
民
之
友
』
や
志
賀
重
昂
・
三
宅

雪
嶺
ら
の
政
教
社
か
ら
刊
行
さ
れ
た
『
日
本
人
』
な
ど
が
、
隔
週

刊
・
週
刊
で
毎
号
数
千
部
か
ら
一
万
部
を
超
え
る
発
行
を
続
け
た）

7
（

。

『
国
民
之
友
』
が
表
紙
に�N

ation’s�Friend�

と
印
字
し
、『
日
本
人
』

が
「
国
粋
」
を�N

ationality�
と
し
た
よ
う
に
、
こ
れ
ら
の
雑
誌
の

読
者
と
し
て
は
国
民
意
識
の
高
い
知
識
青
年
層
や
在
地
の
リ
ー
ダ
ー

層
が
想
定
さ
れ
る
。『
日
本
大
家
論
集
』
を
は
じ
め
『
保
守
新
論
』

『
政
論
』『
文
』『
学
』『
天
則
』
な
ど
同
時
期
に
発
行
さ
れ
た
雑
誌

の
多
く
は
、『
哲
学
会
雑
誌
』
や
『
国
家
学
会
雑
誌
』
な
ど
の
専
門

雑
誌
も
含
め
、
Ａ
（
判
や
菊
判
で
数
十
頁
の
分
量
が
あ
る
。
雑
誌
は
、

国
政
を
論
じ
る
場
と
し
て
明
治
二
十
三
年
（
一
八
九
〇
）
に
議
会
が

開
設
さ
れ
た
前
後
の
こ
の
時
期
に
な
る
と
、
政
治
論
を
中
心
に
社
会
、

経
済
、
教
育
、
宗
教
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
を
論
じ
る
媒
体
と
し
て

大
き
く
発
展
し
た
の
で
あ
る
。

　

そ
の
よ
う
な
明
治
期
の
雑
誌
界
に
革
命
的
な
変
革
を
も
た
ら
し
た

の
が
、
明
治
二
十
八
年
に
博
文
館
か
ら
創
刊
さ
れ
た
『
太
陽
』
で
あ

っ
た）

（
（

。
判
型
こ
そ
Ａ
（
判
で
あ
っ
た
が
、
隔
週
刊
で
毎
号
三
百
頁
近

く
の
分
量
が
あ
り
、
口
絵
写
真
も
多
く
、
何
よ
り
内
容
が
論
説
、
時

事
、
歴
史
、
文
芸
、
家
庭
、
工
業
、
農
業
、
海
外
ま
で
、
あ
ら
ゆ

る
分
野
に
及
ん
で
い
る
。
い
わ
ゆ
る
総
合
雑
誌
（
こ
の
名
称
は
昭
和
期

に
な
っ
て
発
生
し
た
）
の
誕
生
で
あ
る
。
発
行
部
数
も
当
初
の
二
、三

万
部
か
ら
最
大
で
十
万
部
に
ま
で
達
し
た
。
報
告
者
は
か
ね
て
よ

り
、
日
本
に
お
け
る
国
民
国
家
形
成
の
画
期
と
し
て
日
清
戦
争
の
果

た
し
た
重
要
性
を
考
え
て
き
た
が
、
雑
誌
『
太
陽
』
の
創
刊
と
成
功

は
そ
れ
を
立
証
す
る
一
つ
の
根
拠
と
な
る
事
象
で
あ
る
。
や
や
先
回

り
し
て
い
え
ば
、
大
正
期
以
降
の
『
中
央
公
論
』『
改
造）

9
（

』
あ
る
い

は
『
雄
弁
』『
解
放
』『
日
本
評
論
』
な
ど
、
毎
号
五
百
頁
を
超
え
る

よ
う
な
月
刊
雑
誌
の
並
立
状
況
は
『
太
陽
』
に
淵
源
す
る
。

　

そ
う
し
た
い
わ
ゆ
る
総
合
雑
誌
の
系
譜
と
は
別
に
、
日
露
戦
争
前

後
に
な
る
と
経
済
雑
誌
、
女
性
雑
誌
、
少
年
・
少
女
雑
誌
な
ど
、
読

者
に
応
じ
た
雑
誌
の
ジ
ャ
ン
ル
が
確
立
し
て
く
る
。
野
依
秀
市
が
主

宰
し
、
三
宅
雪
嶺
が
毎
号
執
筆
し
た
『
実
業
之
世
界
』
も
そ
の
よ
う

な
ジ
ャ
ン
ル
別
雑
誌
の
一
つ
で
あ
っ
た
。
一
方
で
、
大
正
十
四
年

（
一
九
二
五
）、
ラ
ジ
オ
放
送
の
開
始
と
同
時
に
講
談
社
か
ら
刊
行
さ

れ
た
雑
誌
『
キ
ン
グ
』
は
毎
号
百
万
部
の
発
行
を
続
け
、
新
た
な
大

衆
雑
誌
の
時
代
の
幕
開
け
を
知
ら
せ
る
も
の
と
い
わ
れ
る
。
そ
れ
が
、

『
家
の
光
』
な
ど
と
と
も
に
総
力
戦
体
制
下
の
全
体
主
義
的
な
思
想

傾
向
と
い
か
に
接
続
す
る
こ
と
に
な
る
の
か
、
佐
藤
氏
の
報
告
に
ま

ち
た
い）

10
（

（
以
上
の
指
摘
は
、
メ
デ
ィ
ア
史
の
概
説
書
や
展
示
会
の
図
録
等

）
11
（

と
大

き
な
違
い
は
な
い
が
、
本
報
告
で
は
す
べ
て
雑
誌
の
原
本
を
も
っ
て
説
明
し
た
。

こ
れ
が
次
節
に
つ
な
が
る
報
告
者
の
立
場
で
も
あ
る
）。
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二　

雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
思
想
を
問
う

　

は
じ
め
に
も
述
べ
た
よ
う
に
、
思
想
史
研
究
を
歴
史
学
研
究
の
一

部
と
見
る
立
場
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
基
礎
に
は
史
料
学
が
据
え
ら
れ

る
べ
き
で
あ
る）

12
（

。
こ
う
し
た
立
場
を
前
提
と
す
れ
ば
、
思
想
を
問
う

対
象
で
あ
る
雑
誌
も
文
献
史
料
の
一
つ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
文
献

史
料
の
な
か
で
も
、
内
容
情
報
の
定
着
性
と
い
う
視
点
か
ら
見
る
と
、

書
籍
と
新
聞
の
中
間
に
位
置
し
、
外
延
に
は
金
石
文
や
ビ
ラ
、
広
告
、

ポ
ス
タ
ー
等
の
メ
デ
ィ
ア
が
存
在
し
、
同
時
代
に
お
い
て
は
、
ラ
ジ

オ
や
テ
レ
ビ
、
映
画
や
写
真
な
ど
と
の
差
異
も
意
識
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
、
雑
誌
の
周
辺
に
は
公
文
書
や
私
文
書
、

書
簡
や
日
記
な
ど
多
く
の
史
料
の
存
在
が
想
定
さ
れ
る
。

　

雑
誌
を
そ
う
し
た
さ
ま
ざ
ま
な
史
料
の
一
つ
と
し
て
史
料
学
の
対

象
と
す
る
な
ら
ば
、
史
料
学
の
常
道
と
し
て
、
所
在
情
報
の
確
認
→

整
理
・
保
存
措
置
→
目
録
作
成
→
史
料
群
と
し
て
の
構
造
把
握
→
個

別
史
料
の
批
判
→
史
料
内
容
の
解
釈
と
い
う
プ
ロ
セ
ス
に
沿
っ
た
調

査
手
順
が
必
要
と
な
る
。
言
葉
を
換
え
れ
ば
、
最
良
の
テ
ク
ス
ト
を

特
定
す
る
た
め
に
は
、
史
料
の
原
本
が
作
成
さ
れ
保
存
さ
れ
て
き
た

一
連
の
経
過
を
把
握
し
た
う
え
で
（
伝
来
論
）、
そ
れ
ら
が
い
か
な
る

構
造
を
も
っ
た
史
料
群
の
一
部
な
の
か
を
ふ
ま
え
て
（
構
造
論
）、
は

じ
め
て
批
判
と
解
釈
が
成
立
す
る
と
い
う
常
識
で
あ
る
。
し
か
し
、

近
代
の
思
想
史
研
究
で
は
、
史
料

─
こ
こ
で
は
雑
誌
の
原
本
（
複

製
版
）
や
デ
ジ
タ
ル
・
デ
ー
タ

─
に
比
較
的
容
易
に
ア
ク
セ
ス
で

き
る
た
め
、
あ
ま
り
こ
の
常
識
が
意
識
さ
れ
る
こ
と
な
く
雑
誌
に
思

想
を
読
み
解
く
こ
と
が
行
な
わ
れ
て
き
た
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

　

右
の
よ
う
な
基
本
的
認
識
を
ふ
ま
え
て
、
よ
り
具
体
的
に
雑
誌
メ

デ
ィ
ア
に
思
想
を
問
お
う
と
す
る
と
き
、
ま
ず
、
雑
誌
の
メ
デ
ィ
ア

と
し
て
の
特
質
を
考
慮
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
雑
誌
は
記
者
や
寄
稿
者

の
原
稿
を
、
編
集
者
が
編
集
し
印
刷
所
に
入
稿
し
て
製
作
が
開
始
さ

れ
る
が
、
こ
の
間
に
出
版
社
の
方
針
や
統
制
機
関
に
よ
る
検
閲
も
介

在
す
る
。
次
に
、
読
者
が
雑
誌
を
手
に
す
る
方
法
に
は
、
直
接
購
読

に
よ
る
場
合
は
逓
送
に
よ
っ
て
入
手
す
る
か
、
取
次
を
通
し
て
書
店

の
店
頭
に
並
ん
だ
も
の
を
購
入
す
る
か
、
あ
る
い
は
図
書
館
等
で
閲

覧
す
る
場
合
な
ど
が
あ
り
う
る
。
右
の
よ
う
な
作
者
か
ら
読
者
に
至

る
過
程
に
お
い
て
、
雑
誌
が
書
籍
や
新
聞
と
は
共
通
点
を
も
ち
な
が

ら
、
書
籍
と
は
と
く
に
エ
デ
ィ
タ
ー
シ
ッ
プ
の
面
で
、
新
聞
と
は
流

通
経
路
に
お
い
て
違
い
が
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

　

本
報
告
で
は
、
必
ず
し
も
体
系
化
を
目
指
し
た
わ
け
で
は
な
い
も

の
の
、
こ
れ
ら
雑
誌
発
行
〜
受
容
の
各
段
階
に
応
じ
て
⑴
作
者
の
意

図
、
原
稿
料
、
⑵
編
集
の
度
合
い
、
⑶
外
的
要
因
と
し
て
①
印
刷
技

術
や
用
紙
の
問
題
、
発
行
部
数
、
②
出
版
法
規
と
検
閲
の
実
際
、
③

書
店
や
図
書
館
の
分
布
な
ど
を
挙
げ
、
さ
ら
に
読
者
論
、
読
書
行

為
に
も
言
及
し
た）

1（
（

。
も
っ
ぱ
ら
紙
幅
の
関
係
で
、
こ
こ
で
は
一
例
の
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7　近代思想史研究における雑誌メディア

み
に
止
め
る
が
、『
明
六
雑
誌
』
第
十
一
号
掲
載
の
中
村
正
直
「
西

学
一
斑
続
訳
」
七
丁
表
に
は
図
の
よ
う
に
「
道
ニ
」
と
い
う
二
字
を

行
間
に
入
れ
木
し
た
本
（
テ
キ
ス
ト
）
が
あ
り
、
こ
れ
に
気
づ
か
な

け
れ
ば
意
味
が
わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
し
ま
う
恐
れ
が
あ
る）

14
（

。
い
ま

や
『
明
六
雑
誌
』
に
は
Ｕ
Ｓ
Ｂ
メ
モ
リ
ー
に
入
っ
た
底
本
の
明
示
さ

れ
て
い
な
い
デ
ジ
タ
ル
版
ま
で
あ
り
、
そ
の
宣
伝
文
句
に
は
「
研
究

効
率
が
飛
躍
的
に
ア
ッ
プ
！
」
と
謳
わ
れ
て
い
る
が
、
自
分
自
身
へ

の
反
省
も
込
め
て
い
え
ば
、
近
代
思
想
史
の
研
究
者
が
「
効
率
」
ば

か
り
考
え
て
当
然
行
な
う
べ
き
史
料
の
精
査
を
お
ざ
な
り
に
し
て
い

る
場
面
は
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
最
近
の
読
者
研
究
は
、

主
と
し
て
統
計
資
料
や
ア
ン
ケ
ー
ト
資
料
を
活
用
し
て
興
味
深
い
論

点
を
提
示
し
て
い
る
が
、
思
想
史
研
究
に
は
踏
み
込
ま
な
い
地
点
に

留
ま
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る）

1（
（

。
以
上
述
べ
て
き
た
こ
と
か
ら
い

え
ば
、
思
想
史
に
お
い
て
は
読
書
ノ
ー
ト
の
分
析
や
本
へ
の
書
込
み

の
分
析
と
い
う
レ
ベ
ル
で
研
究
を
進
め
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

三　

雑
誌
記
者
・
三
宅
雪
嶺

　

最
後
に
、
明
治
十
年
代
か
ら
昭
和
二
十
年
ま
で
お
よ
そ
六
十
年
間

に
わ
た
っ
て
、
一
貫
し
て
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を
思
想
表
出
の
場
と
し
続

け
た
稀
有
な
存
在
で
あ
る
三
宅
雪
嶺
（
本
名
雄
二
郎
）
と
い
う
人
物
を

取
り
上
げ
て
、
思
想
主
体
と
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
の
関
係
に
つ
い
て
検
討

を
加
え
て
み
た
い
。
も
と
よ
り
雪
嶺
思
想
の
内
在
的
評
価
に
及
ぶ
余

裕
の
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く）

1（
（

。

　

雪
嶺
は
幕
末
期
に
金
沢
で
生
ま
れ
、
や
が
て
上
京
し
て
明
治
十
六

年
（
一
八
八
三
）
に
東
京
大
学
文
学
部
哲
学
科
を
卒
業
し
た
。
在
学

中
か
ら
新
聞
や
雑
誌
に
執
筆
を
始
め
、
自
伝
に
よ
れ
ば
「
時
事
の
是

非
得
失
」
を
「
評
論
」
し
た
く
な
り
、
同
二
十
一
年
に
同
志
と
政
教

社
を
結
成
し
雑
誌
『
日
本
人
』
を
創
刊
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
末
兼

八
百
吉
（
宮
崎
湖
処
子
）
に
よ
れ
ば
「
画
策
の
時
代
」
か
ら
「
文
章
の

時
代）

17
（

」
へ
転
じ
た
と
さ
れ
る
同
時
期
、
官
界
や
学
界
で
の
成
功
が
約

束
さ
れ
て
い
た
彼
ら
の
多
く
が
、
新
聞
や
雑
誌
の
記
者
を
選
択
し
た

点
が
重
要
で
あ
る
。
報
告
者
は
、
こ
の
記
者
転
身
ま
で
を
思
想
の
形

成
期
と
見
な
し
、
以
後
、『
日
本
人
』『
亜
細
亜
』
に
筆
を
執
り
つ
つ

『
真
善
美
日
本
人
』『
我
観
小
景
』『
王
陽
明
』
な
ど
の
初
期
著
作
を

発
表
す
る
日
清
戦
争
期
ま
で
が
雑
誌
記
者
雪
嶺
の
第
一
の
画
期
と
考

え
て
い
る
。

『明六雑誌』第 11 号，7 丁表�
（部分）
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そ
の
間
、
大
隈
条
約
改
正
反
対
運
動
や
対
外
硬
運
動
と
深
く
関
わ

り
、
ま
た
『
太
陽
』
に
寄
稿
す
る
な
か
で
、
雑
誌
記
者
雪
嶺
の
時
代

社
会
と
の
ス
タ
ン
ス
も
決
ま
っ
て
い
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
日
清
戦
争

後
に
書
か
れ
た
文
章
の
な
か
で
、「
一
貫
の
気
風
」「
思
想
の
独
立
」

を
説
く
よ
う
に
な
っ
た
こ
と
に
報
告
者
は
注
目
し
て
い
る
。『
太
陽
』

の
政
治
論
説
担
当
を
外
れ
た
後
に
は
、
今
後
は
「
多
数
の
読
者
を
貪

る
」
よ
う
な
文
章
は
書
か
な
い
と
ま
で
断
言
し
て
い
る
。
雪
嶺
は
生

涯
、
主
筆
と
見
な
さ
れ
る
雑
誌
に
書
き
続
け
た
が
、
そ
れ
ら
の
経
営

に
タ
ッ
チ
し
た
こ
と
は
な
く
、
こ
の
点
が
陸
羯
南
や
徳
富
蘇
峰
と
の

大
き
な
違
い
で
あ
る
。
そ
の
後
、
明
治
三
十
五
〜
三
十
六
年
に
洋
行

し
同
三
十
九
年
に
『
宇
宙
』（
こ
れ
以
降
、
自
伝
で
は
「
更
に
多
く
年
月
を

要
す
る
者
」
と
さ
れ
る
総
合
哲
学
体
系
の
構
築
作
業
が
開
始
さ
れ
る
）
を
刊
行

し
た
こ
ろ
、
す
な
わ
ち
日
露
戦
争
前
後
に
な
る
と
雑
誌
記
者
と
し
て

の
雪
嶺
の
声
望
が
確
定
し
「
無
敵
の
記
者
」
と
称
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
同
じ
こ
ろ
、『
実
業
之
世
界
』
を
創
刊
し
た
野
依
秀
市
や
、

『
婦
人
之
友
』
の
羽
仁
も
と
子
と
出
会
う
こ
と
に
な
る
。

　

も
っ
と
も
、
洋
行
に
出
る
前
の
明
治
三
十
二
年
（
一
八
九
九
）
に

生
れ
た
二
男
當
次
の
出
生
届
に
父
親
の
職
業
を
「
無
職
業）

1（
（

」
と
書
い

て
い
る
の
で
、
雪
嶺
が
記
者
と
し
て
ど
れ
ほ
ど
の
自
覚
を
有
し
て
い

た
の
か
は
、
慎
重
に
見
き
わ
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
明
治

四
十
年
に
新
聞
『
日
本
』
と
『
日
本
人
』
が
合
併
す
る
以
前
、
書
簡

史
料
に
よ
る
と
雪
嶺
は
毎
日
の
よ
う
に
日
本
新
聞
社
に
出
勤
し
て
い

た
よ
う
で
あ
る
か
ら
、
佐
藤
氏
が
三
宅
と
野
依
を
「
書
斎
的
賢
人
」

と
「
街
頭
的
愚
人）

19
（

」
と
評
し
て
い
る
の
は
、
そ
れ
以
降
の
雪
嶺
の
イ

メ
ー
ジ
で
あ
ろ
う
。
こ
の
二
人
を
看
板
寄
稿
者
と
雑
誌
経
営
者
と
見

た
場
合
、
明
ら
か
に
相
互
依
存
関
係
が
成
立
し
て
お
り
、
雪
嶺
の
思

想
評
価
に
お
い
て
避
け
て
は
通
れ
な
い
課
題
を
提
供
し
て
い
る
。

　

大
正
期
に
な
る
と
、
雪
嶺
は
本
拠
地
の
『
日
本
及
日
本
人
』
に
精

力
的
に
執
筆
し
た
ほ
か
、
野
依
や
羽
仁
の
雑
誌
を
は
じ
め
『
中
央
公

論
』『
改
造
』
な
ど
に
も
頻
繁
に
寄
稿
す
る
「
斯
界
ノ
耆
宿
」
と
見

ら
れ
る
位
置
に
ま
で
達
し
た
。「
新
し
い
思
想
」
へ
の
理
解
も
示
し
、

黎
明
会
に
も
名
を
列
ね
、
森
戸
事
件
の
特
別
弁
護
人
や
ソ
連
承
認
論

の
弁
士
を
務
め
る
な
ど
、
時
代
状
況
に
合
わ
せ
て
言
論
活
動
の
幅
を

広
げ
た
。

　

し
か
し
、
大
正
十
二
年
（
一
九
二
三
）、
政
教
社
の
内
紛
か
ら
『
日

本
及
日
本
人
』
を
離
れ
個
人
雑
誌
『
我
観
』（
の
ち
に
『
東
大
陸
』
と
改

題
）
を
刊
行
す
る
こ
ろ
に
な
る
と
、
な
お
新
聞
や
雑
誌
へ
の
精
力
的

な
寄
稿
は
続
け
て
い
た
も
の
の
、
次
第
に
回
想
や
自
伝
記
事
が
増
え
、

後
に
『
同
時
代
史
』
と
な
る
歴
史
叙
述
の
連
載
が
結
果
と
し
て
ラ
イ

フ
ワ
ー
ク
と
な
っ
た
。
そ
う
し
た
一
方
で
、
女
婿
中
野
正
剛
の
政
治

運
動
と
も
関
わ
り
を
も
つ
な
ど
世
俗
的
な
関
心
も
維
持
し
、
戦
時
下

に
は
大
日
本
言
論
報
国
会
の
役
員
に
も
就
任
し
て
お
り
、
時
局
追
随

的
な
言
論
が
目
立
つ
よ
う
に
な
る
。
主
筆
と
し
て
の
論
調
と
掲
載
雑

誌
の
傾
向
の
一
致
、
不
一
致
に
着
目
し
な
が
ら
、
晩
年
の
言
論
活
動
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9　近代思想史研究における雑誌メディア

ま
で
含
め
た
雪
嶺
の
思
想
的
評
価
が
、
報
告
者
に
と
っ
て
現
在
の
課

題
の
一
つ
で
あ
る
。

お
わ
り
に

　

最
初
に
概
観
し
た
よ
う
に
、
近
代
日
本
に
お
け
る
雑
誌
メ
デ
ィ
ア

の
変
遷
は
、
思
想
表
出
の
場
と
し
て
独
自
の
展
開
を
示
し
て
き
た
。

『
明
六
雑
誌
』
か
ら
明
治
二
十
年
代
の
『
国
民
之
友
』『
日
本
人
』
ま

で
は
、
雑
誌
を
創
刊
し
た
個
人
又
は
集
団
の
個
性
が
雑
誌
の
誌
面
に

そ
の
ま
ま
出
て
お
り
、
思
想
史
研
究
の
対
象
と
し
て
個
別
に
取
り
上

げ
ら
れ
て
き
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
い
わ
ゆ
る
総
合
雑
誌
と
し

て
『
太
陽
』
が
創
刊
さ
れ
る
と
、
総
体
と
し
て
の
雑
誌
は
文
字
通
り

「
総
合
的
」
に
研
究
せ
ざ
る
を
え
ず）

20
（

、
そ
れ
以
後
刊
行
さ
れ
た
総
合

雑
誌
系
の
雑
誌
が
思
想
史
研
究
の
対
象
と
な
る
場
合
、
特
定
の
執
筆

者
の
論
説
に
注
目
さ
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
雑
誌

『
青
鞜
』
を
例
に
挙
げ
れ
ば
わ
か
り
や
す
い
が
、
思
想
史
研
究
の
対

象
と
し
て
は
ジ
ャ
ン
ル
別
雑
誌
や
戦
時
中
の
個
人
雑
誌
（
例
え
ば
正

木
昊
の
『
近
き
よ
り
』
や
桐
生
悠
々
の
『
他
山
の
石
』
な
ど
）
が
検
討
さ
れ

て
き
た
と
い
え
る
。

　

で
は
、
今
後
の
近
代
思
想
史
研
究
に
お
い
て
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
を

い
か
に
取
り
扱
っ
て
い
く
べ
き
か
、
確
実
に
い
え
る
こ
と
は
、
執
筆
、

編
集
、
印
刷
、
検
閲
、
流
通
、
受
容
等
の
各
過
程
に
即
し
た
個
別
研

究
を
よ
り
一
層
精
緻
に
行
な
う
必
要
が
あ
ろ
う
。
思
想
史
研
究
が
歴

史
学
は
も
と
よ
り
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
や
書
誌
学
、
読
書
研
究
等
の
方

法
を
学
ん
で
い
く
必
要
が
あ
る
こ
と
は
言
を
ま
た
な
い
。
思
想
評
価

の
精
度
を
上
げ
る
た
め
に
は
、
調
べ
れ
ば
よ
り
明
ら
か
に
な
る
こ
と

を
そ
の
ま
ま
放
置
す
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
こ
と
は
、
改
め
て
述
べ

る
ま
で
も
な
い
こ
と
で
あ
る
。

　

一
例
だ
け
挙
げ
る
と
、
三
宅
雪
嶺
は
明
治
三
十
五
年
に
初
め
て
見

た
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
（
フ
ラ
ン
ス
）
の
印
象
を
妻
の
龍
子
（
花
圃
）
に
宛
て

て
「
概
ね
予
想
の
通
り
又
は
一
、
二
割
劣
り
候
」
と
書
き
送
っ
た
が
、

雑
誌
『
日
本
人
』
第
一
七
二
号
（
同
年
十
月
五
日
付
）
の
香
川
怪
庵
執

筆
の
「
風
聞
録
」
に
紹
介
さ
れ
た
と
き
は
「
想
像
よ
り
は
二
割
方
劣

れ
る
や
に
思
は
る
」
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
雑
誌
記
事
だ
け
を

鵜
吞
み
に
す
る
と
随
分
違
っ
た
印
象
と
な
っ
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
は

や
は
り
、
書
簡
の
有
す
る
一
次
史
料
と
し
て
の
価
値
を
優
先
さ
せ
る

べ
き
で
あ
ろ
う
。
雑
誌
を
史
料
と
し
て
見
た
と
き
、
記
事
の
内
容
は

歴
史
学
的
に
十
分
な
批
判
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

そ
の
う
え
で
、
雑
誌
メ
デ
ィ
ア
に
思
想
を
問
う
場
合
は
、
研
究
者

の
関
心
に
応
じ
て
さ
ま
ざ
ま
な
問
い
方
が
あ
る
と
い
う
し
か
な
い
。

個
人
に
せ
よ
集
団
に
せ
よ
思
想
主
体
に
関
心
が
あ
る
場
合
、
む
し
ろ

読
者
の
受
容
の
仕
方
に
関
心
が
あ
る
場
合
、
そ
の
間
の
検
閲
の
実
態

に
関
心
が
あ
る
場
合
な
ど
、
対
象
に
よ
っ
て
注
目
す
る
局
面
も
ア
プ

ロ
ー
チ
の
方
法
も
異
な
っ
て
く
る
の
は
当
然
の
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
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思
想
の
何
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
か
、
か
つ
て
丸
山
真
男
氏
が
分

析
的
に
述
べ
た
よ
う
に
思
想
の
も
つ
幅
や
影
響
力
の
広
さ
な
の
か
、

思
想
の
凝
集
性
と
い
う
か
論
理
的
密
度
の
高
さ
な
の
か
、
従
来
か
ら

思
想
の
機
能
と
構
造
と
い
わ
れ
て
い
る
側
面
が
、
こ
れ
に
は
関
わ
っ

て
い
る
で
あ
ろ
う）

21
（

。
さ
ら
に
、
思
想
か
ら
何
を
論
じ
る
の
か
、
問
題

史
的
な
思
想
史
研
究
に
お
い
て
は
、
雑
誌
ど
う
し
の
比
較
に
よ
る
論

敵
の
特
定
な
ど
が
主
要
な
関
心
事
に
な
っ
て
こ
よ
う
。
さ
ま
ざ
ま
な

問
い
方
が
あ
る
に
せ
よ
、
雑
誌
か
ら
思
想
を
読
み
解
く
場
合
の
共
通

の
前
提
に
つ
い
て
こ
の
報
告
で
は
述
べ
た
つ
も
り
で
あ
る
。

　

最
後
に
、
生
涯
を
雑
誌
記
者
と
し
て
終
始
し
た
三
宅
雪
嶺
に
即
し

て
い
え
ば
、
雑
誌
と
の
関
わ
り
を
国
民
国
家
形
成
や
フ
ァ
シ
ズ
ム
化

と
い
っ
た
大
き
な
物
語
の
一
部
と
し
て
説
明
す
る
こ
と
は
可
能
だ
が
、

報
告
者
と
し
て
は
、
雪
嶺
個
人
の
思
想
が
思
想
交
換
の
器
と
し
て
の

雑
誌
メ
デ
ィ
ア
と
深
く
関
連
し
て
展
開
し
た
と
考
え
、「
時
事
の
是

非
得
失
」
の
「
評
論
」
と
「
更
に
多
く
年
月
を
要
す
る
者
」
と
さ
れ

た
原
理
的
思
索
の
関
連
を
視
野
に
収
め
つ
つ
、
研
究
を
継
続
し
て
い

き
た
い
。

注
（
1
）　

明
治
文
化
研
究
会
編
『
明
治
文
化
全
集
』
一
九
雑
誌
篇
（
初
版

は
一
九
二
八
年
、
日
本
評
論
社
）
の
改
題
及
び
年
表
、
同
研
究
会
か

ら
発
行
さ
れ
て
い
た
『
明
治
文
化
』『
新
旧
時
代
』『
明
治
文
化
研

究
』
等
を
参
照
。

（
2
）　
『
明
六
雑
誌
』
の
全
号
は
右
記
『
明
治
文
化
全
集
』
に
収
録
さ

れ
て
い
た
し
、
山
室
信
一
・
中
野
目
徹
校
注
『
明
六
雑
誌
』
全
三
冊

（
一
九
九
九
〜
二
〇
〇
九
年
、
岩
波
書
店
）
が
刊
行
さ
れ
、
河
野
有

理
『
明
六
雑
誌
の
政
治
思
想
』（
二
〇
一
一
年
、
東
京
大
学
出
版
会
）

も
上
梓
さ
れ
た
。『
国
民
之
友
』『
日
本
人
』
も
全
号
の
複
製
版
が
あ

る
。『
国
民
之
友
』
を
発
行
し
た
徳
富
蘇
峰
の
民
友
社
に
つ
い
て
は
、

三
一
書
房
か
ら
関
係
資
料
集
も
刊
行
さ
れ
、
そ
れ
に
関
わ
っ
た
和
田

守
氏
や
有
山
輝
雄
氏
ら
に
よ
る
研
究
が
蓄
積
さ
れ
て
い
る
。『
日
本

人
』
を
発
行
し
た
政
教
社
に
関
し
て
は
基
本
資
料
が
散
逸
し
て
い
る

が
、
拙
著
『
政
教
社
の
研
究
』（
一
九
九
三
年
、
思
文
閣
出
版
）
及

び
『
明
治
の
青
年
と
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
』（
二
〇
一
四
年
、
吉
川
弘

文
館
）
で
は
そ
の
克
服
を
目
指
し
た
。
後
述
す
る
よ
う
に
、『
太
陽
』

に
つ
い
て
は
Ｃ
Ｄ

−

Ｒ
Ｏ
Ｍ
版
の
登
場
に
よ
っ
て
研
究
が
進
展
し
た
。

（
（
）　

外
山
滋
比
古
氏
や
前
田
愛
氏
に
よ
る
先
駆
的
な
研
究
が
な
さ
れ

た
あ
と
、
フ
ラ
ン
ス
・
ア
ナ
ー
ル
学
派
の
ロ
ジ
ェ
・
シ
ャ
ル
チ
エ

の
『
書
物
か
ら
読
者
へ
』（
一
九
九
二
年
、
み
す
ず
書
房
）
が
翻
訳

刊
行
さ
れ
た
こ
ろ
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
研
究
動
向
は
顕
著
に
な
っ
た

よ
う
に
思
わ
れ
る
。
例
と
し
て
永
嶺
重
敏
『
雑
誌
と
読
者
の
近
代
』

（
一
九
九
七
年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）
と
佐
藤
卓

己
『『
キ
ン
グ
』
の
時
代
』（
二
〇
〇
二
年
、
岩
波
書
店
）
を
挙
げ
て

お
く
。
ま
た
、
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
会
が
二
〇
一
五
年
の
研
究
大
会
で
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11　近代思想史研究における雑誌メディア

「
歴
史
史
料
と
し
て
の
メ
デ
ィ
ア
を
考
え
る
」、
一
六
年
に
「
読
者
研

究
の
史
料
と
方
法
」
を
取
り
上
げ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。

（
4
）　

佐
藤
卓
己
『
天
下
無
敵
の
メ
デ
ィ
ア
人
間
』（
二
〇
一
二
年
、

新
潮
社
）。

（
（
）　

前
掲（
1
）の
『
明
治
文
化
全
集
』
雑
誌
篇
の
巻
首
に
覆
刻
さ
れ

て
い
る
。
西
田
長
寿
『
明
治
時
代
の
新
聞
と
雑
誌
』（
一
九
六
六
年
、

至
文
堂
）
三
三
頁
。

（
（
）　

同
右
西
田
七
八
頁
。
あ
わ
せ
て
前
掲（
2
）の
『
明
六
雑
誌
』
上

巻
拙
稿
解
説
「
明
六
社
と
『
明
六
雑
誌
』」
及
び
拙
稿
「
文
明
開
化

の
時
代
」（
松
尾
正
人
編
『
明
治
維
新
と
文
明
開
化
』
二
〇
〇
四
年
、

吉
川
弘
文
館
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
7
）　

前
掲（
2
）拙
著
の
ほ
か
、
民
友
社
に
関
し
て
は
同
志
社
大
学
人

文
科
学
研
究
所
編
『
民
友
社
の
研
究
』（
一
九
七
七
年
、
雄
山
閣
）、

西
田
毅
ほ
か
編
『
民
友
社
と
そ
の
時
代
』（
二
〇
〇
三
年
、
ミ
ネ
ル

ヴ
ァ
書
房
）
等
の
論
集
が
刊
行
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）　
『
太
陽
』
に
つ
い
て
は
、
鈴
木
正
節
『
博
文
館
『
太
陽
』
の
研

究
』（
一
九
七
九
年
、
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所
）
及
び
鈴
木
貞
美
編

『
雑
誌
『
太
陽
』
と
国
民
文
化
の
形
成
』（
二
〇
〇
一
年
、
思
文
閣
出

版
）
参
照
。

（
9
）　
『
中
央
公
論
』
に
関
し
て
は
、
嶋
中
雄
作
編
『
回
顧
五
十
年
』

（
一
九
三
五
年
、
中
央
公
論
社
）
を
は
じ
め
各
年
史
の
ほ
か
、
中
央

公
論
社
編
『
中
央
公
論
総
目
次
』（
一
九
七
〇
年
、
同
社
）
が
、『
改

造
』
に
関
し
て
は
、
関
忠
果
ほ
か
編
『
雑
誌
『
改
造
』
の
四
十
年
』

（
一
九
七
七
年
、
光
和
堂
）
が
あ
る
が
、
ま
と
ま
っ
た
研
究
の
対
象

に
は
な
っ
て
い
な
い
。
最
近
の
竹
内
洋
ほ
か
編
『
日
本
の
論
壇
雑

誌
』（
二
〇
一
四
年
、
創
元
社
）
で
は
、
竹
内
氏
が
主
と
し
て
戦
後

の
『
中
央
公
論
』
を
論
じ
て
い
る
。

（
10
）　
『
キ
ン
グ
』
に
つ
い
て
は
、
前
掲（
（
）佐
藤
著
の
ほ
か
、
講
談

社
の
社
史
や
創
業
者
野
間
清
治
の
伝
記
を
、『
家
の
光
』
に
関
し
て

は
、（
須
賀
田
正
雄
）『
家
の
光
五
十
年
の
人
と
動
き
と
』（
一
九
七

六
年
、
家
の
光
協
会
）
参
照
。

（
11
）　

な
か
で
も
印
刷
博
物
館
編
『
ミ
リ
オ
ン
セ
ラ
ー
誕
生
へ
!
』

（
二
〇
〇
八
年
、
東
京
書
籍
）
が
優
れ
て
い
る
。

（
12
）　

史
料
学
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
近
代
史
料
学
の
射
程
』（
二
〇

〇
〇
年
、
弘
文
堂
）
が
あ
る
が
、
同
書
は
公
文
書
研
究
の
方
法
を
示

し
た
も
の
で
あ
り
、
新
聞
や
雑
誌
な
ど
活
字
メ
デ
ィ
ア
の
史
料
学
構

築
は
今
後
の
課
題
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
前
掲（
（
）の
メ
デ
ィ
ア

史
研
究
会
の
大
会
報
告
で
あ
る
長
尾
宗
典
「
史
料
と
し
て
の
雑
誌
」

（『
メ
デ
ィ
ア
史
研
究
』
第
三
九
号
、
二
〇
一
六
年
）
参
照
。

（
1（
）　

参
考
と
な
る
研
究
の
一
例
と
し
て
、
作
家
の
原
稿
料
刊
行
会
編

『
作
家
の
原
稿
料
』（
二
〇
一
五
年
、
八
木
書
店
）
を
挙
げ
て
お
く
。

（
14
）　

写
真
で
掲
げ
た
の
は
東
京
女
子
大
学
図
書
館
所
蔵
本
。
前
掲

（
1
）の
『
明
治
文
化
全
集
』
で
は
「
黙
示
ノ
悖
リ
」
と
な
っ
て
い
る
。

（
1（
）　

前
掲
の
永
嶺
氏
は
『
モ
ダ
ン
都
市
の
読
書
空
間
』（
二
〇
〇
一

年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）
の
あ
と
が
き
で
、「
具

体
的
で
実
証
的
な
読
書
の
社
会
史
に
「
あ
る
種
の
物
足
り
な
さ
」
を
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覚
え
る
」
と
し
、「
読
書
と
い
う
人
間
の
内
面
そ
の
も
の
に
関
わ
る

文
化
的
営
為
の
歴
史
は
ど
の
よ
う
に
書
か
れ
る
べ
き
か
、
難
し
い
課

題
で
あ
る
」（
同
書
二
六
一
〜
六
二
頁
）
と
述
べ
て
い
る
。

（
1（
）　

以
下
の
三
宅
雪
嶺
に
関
す
る
叙
述
は
、
前
掲（
2
）拙
著
及
び

『
近
代
史
料
研
究
』
誌
に
連
載
し
た
拙
稿
「
三
宅
雪
嶺
伝
記
稿
」
そ

の
他
に
基
づ
い
て
お
り
、
本
稿
で
は
紙
幅
の
関
係
か
ら
逐
一
引
用
の

出
典
を
明
示
し
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
く
。

（
17
）　

末
兼
八
百
吉
『
国
民
之
友
及
日
本
人
』（
一
八
八
八
年
、
集
成

社
書
店
）
九
六
頁
。

（
1（
）　

三
宅
雄
二
郎
「
出
生
届
」（
流
通
経
済
大
学
三
宅
雪
嶺
記
念
資

料
館
保
管
「
三
宅
雪
嶺
関
係
文
書
」）。

（
19
）　

前
掲
佐
藤
『
天
下
無
敵
の
メ
デ
ィ
ア
人
間
』
八
八
頁
。

（
20
）　

そ
れ
は
前
掲（
（
）鈴
木
編
『
雑
誌
『
太
陽
』
と
国
民
文
化
の
形

成
』
の
基
礎
と
な
っ
た
国
際
日
本
文
化
セ
ン
タ
ー
に
お
け
る
研
究
会

が
「
総
合
雑
誌
太
陽
の
総
合
的
研
究
」
と
称
し
て
い
た
こ
と
か
ら
も

理
解
さ
れ
よ
う
。

（
21
）　

拙
稿
「
三
宅
雪
嶺
の
洋
行
」（『
近
代
史
料
研
究
』
第
一
六

号
、
二
〇
一
六
年
）
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。

（
22
）　

丸
山
真
男
「
思
想
史
の
考
え
方
に
つ
い
て
」（
武
田
清
子
編

『
思
想
史
の
方
法
と
対
象
』
一
九
六
一
年
、
創
文
社
）
参
照
。

�

（
筑
波
大
学
教
授
）
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