
〔
書
評
〕
最
初
で
最
後
の
「
国
民
歴
史
作
家
」 

そ
の
栄
光
と
哀
愁 

―

福
間
良
明
『
司
馬
遼
太
郎
の
時
代 

歴
史
と
大
衆
教
養
主
義
』―

 
 
 

 

戸
松
幸
一 

   
 
 

一 

み
ん
な
知
っ
て
る
小
説
家 

 

「
誰
で
も
知
っ
て
る
有
名
人
」
と
い
う
の
が
こ
の
世
に
は
い

る
。
現
実
に
一
〇
〇
パ
ー
セ
ン
ト
の
人
々
に
知
ら
れ
て
い
る
わ

け
で
は
な
い
。
知
ら
な
け
れ
ば
常
識
を
疑
わ
れ
る
と
い
う
意
味

で
あ
る
。
世
代
や
社
会
層
を
問
わ
ず
、
程
度
の
差
は
あ
れ
日
本

国
内
な
ら
ど
こ
に
行
っ
て
も
通
用
す
る
常
識
。「
国
民
的
〇
〇
」

と
呼
ば
れ
る
に
は
、
少
な
く
と
も
そ
の
レ
ベ
ル
で
有
名
な
必
要

が
あ
る
（
も
ち
ろ
ん
十
分
条
件
で
は
な
い
が
）。
芸
能
人
や
ス
ポ

ー
ツ
選
手
、政
治
家
な
ど
に
多
い
が
、作
家
に
も
何
人
か
い
て
、

歴
史
小
説
の
分
野
で
は
司
馬
遼
太
郎
が
間
違
い
な
く
そ
の
一
人

だ
ろ
う
。 

福
間
良
明『
司
馬
遼
太
郎
の
時
代 

歴
史
と
大
衆
教
養
主
義
』

（
中
公
新
書
、
二
〇
二
二
）
は
、
司
馬
遼
太
郎
の
バ
イ
オ
グ
ラ

フ
ィ
を
縦
糸
に
、
司
馬
が
「
国
民
作
家
」
た
り
え
た
社
会
の
背

景
と
を
横
糸
に
し
た
歴
史
社
会
学
的
研
究
で
あ
る
。
冷
徹
な
分

析
に
底
流
す
る
、
教
養
に
憧
れ
る
ノ
ン
エ
リ
ー
ト
た
ち
へ
の
温

か
な
視
線
と
、
実
利
に
は
必
ず
し
も
結
び
つ
か
な
い
大
衆
化
し

た
「
教
養
」
に
積
極
的
な
価
値
を
見
出
そ
う
と
す
る
姿
勢
は
こ

れ
ま
で
の
研
究
か
ら
一
貫
し
て
お
り
、
読
後
に
し
み
じ
み
と
し

た
余
韻
を
残
す
。 

序
章
に
著
者
の
問
題
関
心
に
も
と
づ
く
論
点
が
ま
と
め
て
あ

る
。
①
「
余
談
」
と
没
落
後
の
教
養
主
義
、
②
サ
ラ
リ
ー
マ
ン

の
「
教
養
」、
③
メ
デ
ィ
ア
の
機
能
と
相
互
作
用
、
④
「
傍
系
」
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「
二
流
」
の
軌
跡
、
⑤
戦
中
派
の
情
念
、
⑥
「
司
馬
史
観
」
を

め
ぐ
っ
て
、
の
六
点
で
あ
る
。 

そ
れ
ぞ
れ
の
論
点
を
切
り
口
に
考
究
を
深
め
つ
つ
、
と
き
に

複
数
の
論
点
を
絡
め
合
わ
せ
な
が
ら
、
著
者
は
巧
み
に
「
司
馬

遼
太
郎
」
と
い
う
作
家
と
そ
の
時
代
を
織
り
上
げ
て
い
く
。 

  
 
 

二 

「
傍
流
」
の
弱
み
と
強
み 

 

「
旧
制
高
校
で
は
な
く
大
阪
外
国
語
学
校
と
い
う
旧
制
専
門

学
校
（
官
立
）
に
進
み
、
ま
た
復
員
後
に
零
細
・
中
堅
新
聞
社

を
渡
り
歩
い
た
」（p15

）
司
馬
遼
太
郎
（
本
名
、
福
田
定
一
）

は
、「
正
統
」
な
る
も
の
を
志
向
し
つ
つ
、
そ
の
本
流
に
至
る
こ

と
は
な
か
っ
た
（
一
）
。
傍
流―

―

こ
れ
は
本
書
が
司
馬
の
生
涯
と

作
品
お
よ
び
そ
れ
が
生
み
出
し
た
社
会
現
象
ま
で
を
貫
く
キ
ー

ワ
ー
ド
で
あ
る
。 

よ
く
で
き
る
歴
史
の
学
徒
な
ら
ふ
つ
う
は
大
学
教
員
に
な
る

だ
ろ
う
し
、
小
説
家
の
花
形
は
日
本
に
お
い
て
は
私
小
説
的
な

「
純
文
学
」
を
書
く
だ
ろ
う
。
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
な
ら
大
手
新

聞
社
の
記
者
か
ら
出
世
街
道
を
駆
け
上
が
る
の
が
王
道
で
あ
る
。

し
か
し
司
馬
は
そ
う
し
た
本
流
に
入
る
チ
ャ
ン
ス
を
逃
し
た
。

こ
の
こ
と
は
「
優
等
生
的
な
も
の
へ
の
燻
ぶ
っ
た
違
和
感
を
、

司
馬
に
植
え
付
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。」（p240

） 

し
か
し
ビ
ジ
ネ
ス
チ
ャ
ン
ス
は
、
し
ば
し
ば
こ
の
よ
う
な
ニ

ッ
チ
の
谷
間
に
落
ち
込
ん
だ
者
に
訪
れ
る
。
当
時
の
歴
史
学
会

の
保
守
本
流
と
は
違
う
歴
史
観
で
「
余
談
」
に
満
た
さ
れ
た
小

説
ら
し
く
な
い
小
説
を
書
く
。
こ
の
こ
と
で
司
馬
は
「
国
民
作

家
」
の
ス
タ
ー
ダ
ム
に
の
し
上
が
っ
た
。 

「
国
民
」
の
大
多
数
は
凡
人
で
あ
る
。「
非
優
等
生
」
だ
か
ら

こ
そ
、
居
酒
屋
で
上
司
の
悪
口
を
言
う
会
社
員
の
気
持
ち
を
、

あ
る
い
は
戦
場
で
将
官
の
や
り
方
に
鬱
憤
を
募
ら
せ
る
下
士
官

や
兵
卒
の
感
覚
を
理
解
で
き
る
。
凡
人
が
し
ば
し
ば
思
い
描
く

理
想
の
職
業
像———

会
社
や
上
司
に
認
め
ら
れ
な
く
と
も
、い
や

認
め
ら
れ
な
い
か
ら
こ
そ
、
ひ
た
む
き
な
努
力
で
職
人
的
な
成

果
を
積
み
重
ね
よ
う
と
す
る
、
組
織
に
あ
り
な
が
ら
個
人
に
閉

じ
た
禁
欲
的
な
価
値
観———

に
共
鳴
で
き
る
。 

終
戦
後
司
馬
が
た
ま
た
ま
零
細
新
聞
社
で
同
僚
と
な
っ
た
老
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記
者
に
ま
つ
わ
る
エ
ピ
ソ
ー
ド（『
名
言
随
筆
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
』）

が
、
こ
の
心
情
を
端
的
に
示
し
て
い
る
。「
敗
戦
後
、
職
探
し
を

し
て
強
引
に
就
職
し
た
零
細
新
聞
社『
新
世
界
新
聞
』」に
い
た
、

ベ
テ
ラ
ン
だ
が
出
世
と
は
無
縁
な
「
人
生
の
敗
残
者
」
松
吉
淳

之
介
は
、「
昔
の
剣
術
使
」
い
の
よ
う
に
「
記
事
を
書
く
技
術
の

み
を
突
き
詰
め
る
人
物
」
だ
っ
た
。 

 

夜
の
編
集
局
の
片
隅
で
焼
酎
を
酌
み
交
わ
し
、「
社
に
よ
っ

て
守
ら
れ
て
い
る
身
分
や
生
活
権
の
ヌ
ル
マ
湯
に
体
を
浸
す

な
、
い
つ
も
勝
負
の
精
神
を
忘
れ
ず
、
社
と
い
う
も
の
は
自

分
の
才
能
を
表
現
す
る
た
め
の
陣
借
り
の
場
だ
と
思
え
」
と

い
う
職
業
規
範
を
汲
み
取
っ
た
。（p63-64

） 
 

こ
う
し
た
人
物
が
出
世
と
無
縁
な
の
は
、
人
と
し
て
の
器
が

小
さ
く
、
自
分
の
仕
事
の
こ
と
し
か
考
え
ら
れ
て
い
な
い
か
ら

だ
。
こ
の
よ
う
に
批
判
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
は

栄
達
の
道
を
絶
た
れ
た
者
が
、
職
業
規
範
を
か
た
く
な
に
信
じ

る
こ
と
で
潜
在
的
に
自
ら
の
沈
淪
を
慰
め
て
い
る
と
も
と
れ
る
。 

し
か
し
同
時
に
、
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
も
で
き
る
。
松

吉
の
よ
う
な
人
物
が
も
し
今
と
は
違
う
時
代
に
生
ま
れ
て
い
れ

ば
、新
し
い
世
を
創
る
強
い
原
動
力
と
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、

彼
は
生
ま
れ
た
時
代
を
間
違
え
た
の
だ
、
と
。 

引
用
文
中
の
松
吉
淳
之
介
が
「
昔
の
剣
術
使
い
」
に
喩
え
ら

れ
る
よ
う
に
、素
浪
人
か
ら
の
し
上
が
る
剣
豪
が
そ
う
だ
っ
た
。

近
代
国
家
を
作
り
上
げ
る
下
級
武
士
も
そ
う
だ
っ
た
。 

あ
ま
り
仕
事
を
が
ん
ば
っ
て
い
る
よ
う
に
見
え
な
い
人
で
も
、

い
や
、
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
え
、
お
ま
え
が
？
」
と
思
う
よ
う
な

残
念
な
仕
事
ぶ
り
の
人
で
も
、
い
や
、
え
て
し
て
そ
う
い
う
人

で
あ
れ
ば
あ
る
ほ
ど
、
酒
が
深
く
な
る
と
松
吉
の
よ
う
な
「
職

業
規
範
」
を
語
り
出
す
も
の
で
あ
る
。
か
く
い
う
私
も
誰
か
他

人
に
「
え
、
お
ま
え
が
？
」
と
思
わ
れ
て
い
る
可
能
性
が
高
い
。

そ
れ
が
凡
人
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
繰
り
返
す
が
「
国
民
」
の

大
多
数
は
凡
人
で
あ
る
。 

多
く
の
人
が
胸
の
内
に
し
ま
っ
て
い
る
、
ス
ト
イ
ッ
ク
で
は

あ
る
け
れ
ど
独
り
よ
が
り
な
職
業
倫
理
。
こ
れ
に
寄
り
添
い
、

共
鳴
し
、「
違
う
時
代
な
ら
、
こ
ん
な
僕
で
も
私
で
も
」
と
思
え
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る
よ
う
な
物
語
を
世
に
送
り
つ
づ
け
た
。今
日
の「
な
ろ
う
系
」

の
よ
う
に
い
き
な
り
転
生
し
た
り
は
し
な
い
が
、
現
世
の
憂
さ

を
忘
れ
て
歴
史
の
大
人
物
に
感
情
移
入
す
る
ヴ
ァ
ー
チ
ャ
ル
な

経
験
を
提
供
し
た
。
こ
れ
こ
そ
が
司
馬
遼
太
郎
（
こ
の
人
自
身

は
あ
ら
ゆ
る
意
味
で
凡
人
で
は
な
い
け
れ
ど
）が「
国
民
作
家
」

た
り
え
た
最
も
大
き
な
要
因
な
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 

三 

「
教
養
主
義
」
の
冷
却
と
再
燃 

 

司
馬
遼
太
郎
の
作
品
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
た
社
会
的
な
素

地
を
説
明
す
る
に
あ
た
り
、
著
者
は
「
教
養
主
義
の
没
落
」
と

そ
れ
に
続
く
「
大
衆
教
養
主
義
」
の
流
行
、
お
よ
び
そ
れ
を
支

え
た
世
代
の
高
年
齢
化
に
よ
っ
て
発
生
し
た
「
歴
史
ブ
ー
ム
」

に
い
た
る
プ
ロ
セ
ス
を
描
き
出
す
。 

旧
制
高
校
と
い
う
文
字
通
り
オ
ー
ル
ド
ス
ク
ー
ル
な
教
養
主

義
規
範
（
学
識
＝
権
力
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
）
の
生
成
の
場
が
失

わ
れ
、
格
式
高
い
威
儀
は
ト
リ
ク
ル
ダ
ウ
ン
し
た
。
し
か
し
そ

れ
は
単
に
消
費
さ
れ
る
ば
か
り
の
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、

社
会
的
上
昇
を
学
問
に
幻
視
し
た
田
舎
の
若
者
た
ち
に
と
っ
て
、

少
な
く
と
も
そ
れ
は
深
遠
な
る
「
道
」
だ
っ
た
。
当
時
の
彼
ら

に
は
そ
う
見
え
て
い
た
。 

一
九
五
〇
年
代
、
田
舎
の
若
者
の
「
自
分
よ
り
勉
強
が
で
き

な
い
あ
い
つ
が
高
校
に
行
け
て
、
な
ぜ
自
分
が
進
学
で
き
な
い

ん
だ
」
と
い
う
屈
折
（p167

）
が
「
実
利
を
超
越
し
た
教
養
」

へ
の
憧
れ
を
醸
成
す
る
。
農
民
出
身
の
新
選
組
が
現
実
の
武
士

以
上
に
「
武
士
で
あ
る
こ
と
」
を
究
め
ん
と
し
た
よ
う
に
、
大

衆
化
し
た
教
養
主
義
は
オ
リ
ジ
ナ
ル
以
上
に
求
道
的
な
性
格
を

帯
び
る
。
滑
稽
で
あ
り
な
が
ら
切
実
な
、
そ
れ
は
幻
滅
の
な
か

に
見
る
白
昼
夢
で
あ
り
、希
望
の
衣
を
ま
と
っ
た
諦
観
で
あ
る
。 

社
会
学
的
に
一
言
で
い
え
ば
立
身
出
世
に
か
け
る
野
心
の

「
冷
却
効
果
」
の
一
プ
ロ
セ
ス
だ
が
（
二
）
、
本
書
の
面
白
さ
は
こ

の
熱
が
実
は
完
全
に
冷
え
切
っ
て
は
お
ら
ず
、
十
余
年
の
埋
火

の
時
を
経
て
、
や
が
て
オ
ジ
サ
ン
オ
バ
サ
ン
の
「
大
衆
歴
史
ブ

ー
ム
」
と
し
て
再
燃
し
た
「
そ
の
後
」
を
描
い
た
こ
と
で
あ
る
。

そ
の
真
ん
中
に
は
戦
前
の
「
正
統
」
教
養
主
義
盛
ん
な
り
し
時

代
に
「
傍
系
」
知
識
青
年
と
し
て
青
春
を
過
ご
し
た
司
馬
遼
太
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郎
が
い
る
。 

か
つ
て
政
治
権
力
と
分
か
ち
が
た
く
結
び
つ
い
て
い
た
ス
キ

ル
が
、時
代
の
流
れ
と
と
も
に
そ
の
つ
な
が
り
を
絶
た
れ
る
と
、

そ
の
礼
儀
作
法
が
自
己
目
的
化
し
て
高
度
に
洗
練
さ
れ
複
雑
で

倫
理
的
な
「
道
」
と
な
る
。
剣
道
、
柔
道
、
書
道
、
茶
道
、
華

道
、
修
験
道
。
日
本
の
伝
統
文
化
の
多
く
は
こ
の
よ
う
に
し
て

作
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
フ
シ
が
あ
る
。
そ
れ
ぞ
れ
の
「
道
」
は

既
得
権
益
を
持
ち
、
そ
れ
ゆ
え
に
権
力
や
財
界
と
全
く
繋
が
り

が
な
い
わ
け
で
も
な
い
。
だ
か
ら
内
実
は
見
か
け
ほ
ど
ク
リ
ー

ン
で
は
な
い
が
、
い
っ
た
ん
「
道
」
と
な
っ
た
技
芸
は
原
則
と

し
て
あ
ら
ゆ
る
人
に
開
か
れ
、
そ
の
か
わ
り
に
究
め
る
こ
と
は

と
て
つ
も
な
く
難
し
い
。 

教
養
主
義
が
「
道
」
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た
の
は
、
そ
の
中

核
と
な
る
明
確
な
権
威
の
源
泉
が
存
在
し
な
い
か
ら
だ
ろ
う
。

段
位
も
な
け
れ
ば
家
元
も
お
ら
ず
、
秘
儀
と
か
も
な
い
。
し
い

て
言
え
ば
教
養
そ
の
も
の
が
権
威
だ
が
、
じ
つ
は
そ
の
中
身
は

空
洞
で
、
モ
ー
ド
の
よ
う
に
移
ろ
う
の
が
本
質
で
あ
る
。
そ
の

容
れ
物
で
あ
る
本
は
ど
ん
ど
ん
安
売
り
さ
れ
て
文
庫
と
な
り
、

読
も
う
と
思
え
ば
だ
れ
で
も
い
つ
で
も
読
め
る
。
権
威
の
輪
郭

が
見
え
に
く
い
か
ら
こ
そ
、
読
書
量
で
マ
ウ
ン
ト
を
取
り
合
う

空
虚
な
「
象
徴
的
暴
力
」
の
場
に
も
な
り
や
す
い
。 

教
養
の
大
衆
化
に
は
テ
レ
ビ
も
一
役
買
っ
て
い
る
。
司
馬
遼

太
郎
の
作
品
は
凋
落
し
聴
衆
を
特
化
さ
せ
つ
つ
あ
っ
た
映
画
よ

り
も
、
広
い
層
を
タ
ー
ゲ
ッ
ト
と
し
た
無
難
な
表
現
を
好
む
テ

レ
ビ
に
向
い
て
い
た
。
あ
る
世
代
に
と
っ
て
司
馬
遼
太
郎
と
い

え
ば
大
河
ド
ラ
マ
の
原
作
者
で
あ
る
。「
教
養
」
の
中
身
を
乗
せ

る
媒
体
は
、
紙
に
印
刷
さ
れ
た
活
字
か
ら
ブ
ラ
ウ
ン
管
へ
流
れ

出
た
。視
覚
イ
メ
ー
ジ
に
よ
る「
テ
レ
ビ
的
教
養
」（
佐
藤
卓
己
）

の
世
界
に
活
字
オ
ー
ル
ド
メ
デ
ィ
ア
の
国
か
ら
や
っ
て
来
た
宣

教
師
の
役
割
こ
そ
、「
傍
流
」
出
身
の
歴
史
作
家
の
真
骨
頂
と
い

う
べ
き
だ
ろ
う
か
。 

  
 
 

四 

ビ
ジ
ネ
ス
書
と
し
て
の
歴
史
小
説 

 
私
の
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
司
馬
作
品
は
、
長
編
で
は
『
坂
の

上
の
雲
』
の
み
で
、
あ
と
は
短
編
集
が
数
冊
で
あ
る
。 
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『
坂
の
上
の
雲
』
は
か
な
り
好
き
な
ほ
う
の
小
説
で
あ
る
。

「
余
談
」
と
は
書
か
れ
て
い
な
い
が
、
四
巻
に
あ
る
下
瀬
火
薬

に
つ
い
て
の
解
説
が
個
人
的
に
印
象
深
い
。 

技
術
的
に
徹
甲
弾
を
作
り
出
せ
な
か
っ
た
当
時
の
日
本
が
、

そ
の
代
替
と
し
て
開
発
し
た
「
下
瀬
火
薬
」。
敵
戦
艦
の
装
甲
を

貫
け
な
い
か
わ
り
に
艦
上
を
焼
き
尽
く
す
と
い
う
恐
ろ
し
い
武

器
の
製
造
を
可
能
に
し
た
特
殊
な
火
薬
だ
が
、
こ
れ
を
発
明
し

た
の
が
広
島
藩
の
鉄
砲
方
を
父
に
も
つ
下
瀬
雅
允
で
あ
る
。
工

学
士
エ
リ
ー
ト
で
あ
る
と
は
い
え
下
級
武
士
の
ス
ピ
リ
ッ
ト
を

胸
に
秘
め
た
一
技
師
の
創
意
が
近
代
戦
の
戦
況
を
ひ
っ
く
り
か

え
す
。
テ
レ
ビ
番
組
「
ト
ッ
プ
ラ
ン
ナ
ー
」
を
思
わ
せ
る
、
ひ

た
む
き
な
組
織
人
の
努
力
が
実
を
結
ぶ
サ
ク
セ
ス
ス
ト
ー
リ
ー

で
あ
る
。 

著
者
は
司
馬
作
品
に
お
け
る
軍
隊
の
描
写
と
現
代
の
会
社
組

織
に
つ
い
て
、
こ
の
よ
う
に
述
べ
る
。 

 

司
馬
作
品
に
は
、
企
業
組
織
を
思
わ
せ
る
場
面
も
少
な
く

な
い
。
そ
の
こ
と
も
、
経
済
の
中
心
が
第
一
次
産
業
か
ら
第

二
次
・
第
三
次
産
業
に
移
行
し
つ
つ
あ
っ
た
日
本
社
会
を
投

影
し
て
い
た
。（p142

） 
 

壮
年
化
し
た
大
衆
教
養
主
義
＝
歴
史
ブ
ー
ム
は
サ
ラ
リ
ー
マ

ン
の
教
養
主
義
で
も
あ
っ
た
。 

こ
の
こ
ろ
、
会
社
は
「
社
員
」「
工
員
」
の
よ
う
な
職
別
の
採

用
区
別
を
設
け
な
く
な
り
、
そ
れ
に
産
業
構
造
の
変
化
も
あ
っ

て
、サ
ラ
リ
ー
マ
ン
と
い
う
社
会
層
じ
た
い
が
拡
大
し
て
い
た
。

そ
れ
に
と
も
な
い
部
署
を
超
え
た
配
置
換
え
が
容
認
さ
れ
る
よ

う
に
な
る
と
、
彼
ら
に
は
専
門
性
よ
り
も
「
柔
軟
性
」
が
求
め

ら
れ
る
よ
う
に
な
る
（p180-181

）。
下
瀬
雅
允
の
よ
う
な
専
門

職
エ
ン
ジ
ニ
ア
か
ら
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ
、
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
会

社
員
と
し
て
の
キ
ャ
リ
ア
で
あ
る
。 

「
人
の
や
ら
な
い
こ
と
を
や
る
の
だ
か
ら
苦
労
す
る
の
は
当

た
り
前
」（p183

）。
ス
ト
レ
ス
を
飲
み
込
ん
で
会
社
の
た
め
に

尽
く
す
男
の
背
中
に
は
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
行
動
律
」
が
広
く

求
め
ら
れ
る
。 

軍
隊
は
規
律
の
取
れ
た
巨
大
な
官
僚
組
織
で
あ
り
、
基
本
的
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な
構
造
は
一
般
企
業
と
よ
く
似
て
い
る
。
戦
闘
に
勝
つ
と
い
う

明
確
な
目
的
の
た
め
合
理
性
を
追
究
す
る
姿
勢
か
ら
、
会
社
組

織
の
見
習
う
べ
き
点
が
多
い
と
見
な
さ
れ
る
。
有
名
な
「
ラ
ン

チ
ェ
ス
タ
ー
経
営
戦
略
」
は
軍
事
目
的
の
数
理
法
則
の
応
用
だ

し
、
実
際
、
会
社
組
織
を
軍
隊
や
自
衛
隊
に
見
立
て
た
ビ
ジ
ネ

ス
書
は
ネ
ッ
ト
で「
ビ
ジ
ネ
ス 

軍
隊
」、「
経
営
書 

自
衛
隊
」

な
ど
と
検
索
す
る
と
十
指
に
余
る
書
名
が
ヒ
ッ
ト
す
る
。
司
馬

作
品
は
今
日
の
書
店
で
入
口
付
近
の
平
積
み
コ
ー
ナ
ー
を
占
め

る
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
向
け
ビ
ジ
ネ
ス
書
の
先
駆
け
の
一
翼
で
も

あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。 

  
 
 

五 

痛
快
な
る
リ
ー
ダ
ー
論 

 

と
こ
ろ
で
ビ
ジ
ネ
ス
書
と
い
う
の
は
本
来
、
経
営
を
成
功
さ

せ
た
り
、
営
業
成
績
を
向
上
さ
せ
た
り
す
る
た
め
の
指
南
書
で

あ
る
。
し
か
し
一
方
で
中
間
管
理
職
が
部
下
と
接
す
る
コ
ツ
と

か
、
同
じ
部
署
に
い
る
困
っ
た
ス
タ
ッ
フ
と
ど
う
関
わ
る
か
と

い
っ
た
、
人
間
関
係
に
ま
つ
わ
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
も
の
も
少

な
く
な
い
。
下
か
ら
上
に
ア
ン
グ
ル
を
移
す
と
そ
れ
は
「
リ
ー

ダ
ー
論
」
で
あ
る
。 

『
坂
の
上
の
雲
』
の
秋
山
兄
弟
や
『
花
神
』
の
大
村
益
次
郎
、

『
竜
馬
が
行
く
』
の
坂
本
竜
馬
な
ど
は
、
組
織
上
層
部
の
意
向

に
と
き
に
は
逆
ら
い
、
自
ら
の
技
術
を
生
か
し
て
最
終
的
な
勝

利
を
得
る
（p.185

）。
ゼ
ネ
ラ
リ
ス
ト
社
員
と
し
て
は
あ
る
ま

じ
き
行
為
だ
が
、
こ
れ
は
し
が
ら
み
の
多
い
会
社
生
活
を
め
ぐ

る
「
ガ
ス
抜
き
」
を
促
す
も
の
で
あ
る
（p.187

）。
洋
の
東
西

を
問
わ
ず
、
今
日
の
映
画
や
テ
レ
ビ
ド
ラ
マ
な
ど
で
も
よ
く
見

る
展
開
で
あ
る
。
現
実
に
は
難
し
い
か
ら
こ
そ
、
物
語
の
痛
快

さ
が
い
や
増
す
の
で
あ
る
。 

司
馬
は
戦
中
、
戦
車
兵
と
し
て
兵
役
を
経
験
し
、
軍
上
層
部

の
技
術
軽
視
や
精
神
論
の
横
行
を
生
み
出
す
軍
部
の
「
組
織
病

理
」
を
目
の
当
た
り
に
す
る
。
そ
こ
で
感
じ
た
「
軍
部
へ
の
憤

り
」
が
、「
そ
の
ま
ま
会
社
組
織
へ
の
批
判
に
」
つ
な
が
っ
た
。

著
者
は
そ
こ
に
「
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
教
養
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ

る
素
地
」
を
見
る
。 

『
坂
の
上
の
雲
』
の
な
か
で
、
日
露
戦
争
に
お
い
て
旅
順
攻
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略
軍
を
率
い
た
乃
木
希
典
中
将
の
評
価
が
（
不
当
に
？
）
低
い

こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
て
、
私
も
読
後
の
記
憶
に
残
っ
て
い

る
。
小
説
内
の
乃
木
評
の
一
節
を
引
い
て
み
よ
う
。 

 

有
能
無
能
は
人
間
の
全
人
的
な
価
値
評
価
の
基
準
に
は
な

ら
な
い
に
せ
よ
、
高
級
軍
人
の
ば
あ
い
は
有
能
で
あ
る
こ
と

が
絶
対
の
条
件
で
あ
る
べ
き
で
あ
っ
た
。
か
れ
ら
は
そ
の
作

戦
能
力
に
お
い
て
国
家
と
民
族
の
安
危
を
背
負
っ
て
お
り
、

現
実
の
戦
闘
に
お
い
て
は
無
能
で
あ
る
が
た
め
に
そ
の
麾
下

の
兵
士
た
ち
を
す
さ
ま
じ
い
惨
禍
へ
追
い
込
む
こ
と
に
な
る

の
で
あ
る
。（
三
） 

 

「
高
級
軍
人
」
を
「
社
長
」
ま
た
は
「
部
長
」
に
、「
作
戦
」

を
「
経
営
」
に
、「
国
家
と
民
族
」
を
「
会
社
」
に
、「
麾
下
の

兵
士
」
を
「
社
員
」
に
置
き
換
え
る
と
、
そ
の
ま
ま
経
営
リ
ー

ダ
ー
論
の
一
節…

…

と
い
う
か
、
会
社
員
が
居
酒
屋
で
展
開
す

る
上
役
に
つ
い
て
の
愚
痴
に
な
る
。 

軍
隊
と
い
う
組
織
が
形
式
主
義
に
お
ち
い
り
、「
勝
つ
と
い
う

目
的
」
か
ら
逸
脱
し
は
じ
め
る
。
ど
う
で
も
よ
い
手
続
き
に
神

経
を
使
い
、
人
事
シ
ス
テ
ム
も
機
能
不
全
に
陥
る
（p.109

）。

忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
の
は
「
無
償
の
功
名
心
」（p.87

）
の
大
切

さ
で
あ
る
。
軍
隊
や
企
業
に
限
ら
ず
、
大
き
く
な
っ
た
組
織
が

必
ず
と
い
っ
て
よ
い
ほ
ど
直
面
す
る
課
題
だ
ろ
う
。 

経
営
者
視
線
で
大
局
を
睥
睨
し
戦
略
を
語
り
つ
つ
、
等
身
大

の
対
人
ス
ト
レ
ス
の
は
け
口
と
も
な
る
。
こ
れ
ら
は
「
ビ
ジ
ネ

ス
」
書
の
売
れ
行
き
に
必
要
な
要
素
な
の
か
も
し
れ
な
い
。 

  
 
 

六 

「
歴
史
小
説
」
ｖ
ｓ
「
歴
史
の
物
語
」 

 

一
九
九
〇
年
代
、
二
つ
の
出
来
事
が
お
き
る
。
一
つ
は
司
馬

遼
太
郎
の
死
去
。
も
う
一
つ
は
「
日
本
人
の
誇
り
」
を
喚
起
し

よ
う
と
す
る
「
自
由
主
義
史
観
」
の
一
派
が
「
司
馬
史
観
」
を

利
用
し
は
じ
め
た
こ
と
で
あ
る
。 

『
坂
の
上
の
雲
』
が
好
き
だ
と
書
い
た
が
、
あ
ま
り
こ
れ
を

公
言
す
る
と
眉
を
ひ
そ
め
る
人
も
い
る
。
そ
う
い
う
人
の
多
く

は
司
馬
作
品
を
熟
読
し
独
自
に
そ
の
評
価
を
下
し
て
い
る
わ
け

268



で
は
な
く
、
こ
の
頃
の
印
象
で
「
司
馬
作
品
＝
ウ
ヨ
ク
」
の
等

式
が
出
来
上
が
っ
て
い
る
人
だ
ろ
う
。
じ
っ
さ
い
に
読
ん
で
み

る
と
、
司
馬
の
歴
史
観
が
全
然
右
翼
的
で
は
な
い
こ
と
は
、
本

著
が
確
認
し
て
い
る
と
お
り
で
あ
る
。 

「
傍
流
」
の
生
き
方
を
通
し
て
き
た
司
馬
は
、
そ
の
作
品
も

小
説
ら
し
く
な
い
小
説
、
歴
史
書
と
は
言
え
な
い
歴
史
と
い
う

も
の
で
、
歴
史
研
究
者
か
ら
も
文
学
評
論
家
か
ら
も
「
論
評
し

づ
ら
い
も
の
で
あ
っ
た
」（p208
）。
し
か
し
自
由
主
義
史
観
を

標
榜
す
る
者
が
作
品
を
取
り
上
げ
る
こ
と
で
「
司
馬
史
観
」
は

論
壇
に
と
り
あ
げ
ら
れ
、
皮
肉
に
も
「
一
流
（
＝
批
評
に
値
す

る
も
の
）」
に
ラ
ン
ク
ア
ッ
プ
す
る
。 

と
は
い
え
司
馬
遼
太
郎
は
山
崎
正
和
、
高
坂
正
堯
、
橋
川
文

三
と
い
っ
た
「
時
代
の
知
を
リ
ー
ド
す
る
学
識
者
」
と
対
談
す

る
な
ど
、そ
れ
以
前
か
ら
一
級
の
知
識
人
と
の
交
流
が
あ
っ
た
。

司
馬
の
「
余
談
」
は
「
ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
層
の
み
な
ら
ず
、
一
部

の
知
識
人
に
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
（p214

）」。 

藤
岡
信
勝
な
ど
自
由
主
義
史
観
の
論
者
に
よ
る「
司
馬
史
観
」

の
称
揚
は
、昭
和
の
軍
国
主
義
に
対
す
る
批
判
を
無
視
し
た「
司

馬
作
品
へ
の
明
ら
か
な「
誤
読
」に
も
と
づ
い
て
い
た
」（p225

）。

し
か
し
そ
の
勢
い
で
『
坂
の
上
の
雲
』
な
ど
に
顕
著
に
見
て
取

れ
る
「
明
る
い
明
治
、
暗
い
昭
和
」
と
い
う
対
照
的
な
描
き
方

に
対
し
て
も
批
判
が
あ
が
る
（p230

）。 

こ
れ
は
確
か
に
そ
の
通
り
だ
と
私
も
思
う
。
だ
が
た
と
え
ば

丸
山
真
男
（1914-1996

）
が
陸
羯
南
の
思
想
を
明
治
期
の
「
健

康
な
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
と
評
す
る
と
き
（
四
）
、
こ
れ
は
当
然
、

昭
和
期
の
「
不
健
康
な
ウ
ル
ト
ラ
ナ
シ
ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
を
前
提

と
し
て
い
る
。
つ
ま
り
「
健
康
な
明
治
、
不
健
康
な
昭
和
」。
こ

の
よ
う
に
当
時
の
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
中
心
か
ら
も
よ
く
似
た
時

代
認
識
が
表
明
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
司
馬
遼
太
郎

（1923-1996

）
の
諸
作
品
に
散
見
す
る
「
明
る
い
明
治
・
暗
い

昭
和
」
は
、「
短
い
二
〇
世
紀
（
Ｅ
．
ホ
ブ
ズ
ボ
ウ
ム
）」
を
生

き
た
い
わ
ゆ
る
戦
中
派
の
抱
く
、
か
な
り
普
遍
的
な
感
覚
だ
っ

た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
え
る
。 

も
ち
ろ
ん
こ
う
し
た
雑
駁
な
印
象
論
は
後
の
世
代
に
批
判
さ

れ
修
正
を
加
え
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
あ
る
。
今
日
の
私
た
ち
の

多
く
が
「
明
る
い
バ
ブ
ル
期
・
暗
い
ロ
ス
ジ
ェ
ネ
」
と
受
け
止
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め
て
い
る
の
に
近
い
か
も
し
れ
な
い
。
こ
の
感
覚
も
後
の
世
代

に
よ
っ
て
修
正
さ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
。 

  
 
 

七 
「
人
文
知
」
の
ゆ
く
え 

 

複
数
の
角
度
か
ら
光
を
当
て
「
司
馬
遼
太
郎
の
時
代
」
を
紡

ぎ
あ
げ
た
本
書
は
、
文
学
論
で
あ
り
な
が
ら
社
会
論
で
あ
り
、

歴
史
社
会
学
の
視
座
に
立
っ
た
人
物
史
で
あ
る
。
丸
み
を
帯
び

た
ブ
ラ
ウ
ン
管
が
映
し
出
す
色
あ
せ
た
市
街
地
に
吸
い
込
ま
れ

る
よ
う
な
郷
愁
を
抱
く
の
は
、
対
象
が
司
馬
遼
太
郎
と
い
う
、

テ
レ
ビ
文
化
の
勃
興
期
に
一
時
代
を
築
い
た
作
家
の
生
涯
を
辿

る
も
の
だ
か
ら
だ
ろ
う
。 

「
司
馬
遼
太
郎
の
時
代
」と
は
い
か
な
る
時
代
だ
っ
た
の
か
。

今
日
の
私
た
ち
は
こ
れ
を
ど
う
評
価
で
き
る
の
か
。
司
馬
作
品

の
「
読
者
へ
の
過
剰
な
「
サ
ー
ビ
ス
」
を
問
題
視
す
る
批
判
（
中

村
政
則
）」
に
対
し
て
、
著
者
は
こ
う
述
べ
る
。 

 

史
実
の
検
討
か
ら
編
み
出
さ
れ
る
知
見
は
、
決
し
て
大
衆

の
動
向
に
左
右
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
は
な
い
。
だ
が
、
そ
の

一
方
で
、
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
実
践
と
読
者
大
衆
へ
の
架
橋
に

つ
い
て
思
考
を
巡
ら
せ
る
こ
と
も
、
重
要
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。（p252

） 
 

司
馬
遼
太
郎
の
時
代
。
そ
れ
は
世
代
限
定
的
で
あ
る
と
は
い

え
、
一
般
の
「
大
衆
」
が
ア
カ
デ
ミ
ズ
ム
の
「
人
文
知
」
に
価

値
を
見
出
し
、
こ
れ
に
親
し
ん
だ
時
代
と
重
な
る
。
司
馬
遼
太

郎
は
、
作
品
を
通
じ
て
そ
の
「
架
け
橋
」
の
役
割
を
担
っ
た
と
、

著
者
は
見
る
。 

 

人
文
知
が
大
衆
か
ら
切
り
離
さ
れ
、
孤
高
の
存
在
に
な
っ

て
し
ま
う
こ
と
は
、
望
ま
し
い
こ
と
で
は
な
い
。
大
衆
迎
合

し
な
い
屹
立
し
た
姿
勢
が
学
問
に
は
求
め
ら
れ
る
一
方
で
、

知
と
大
衆
が
有
機
的
に
触
れ
あ
う
営
み
も
ま
た
重
要
で
あ
る
。

（p253

） 
 

こ
こ
に
著
者
の
、
今
日
の
社
会
に
対
す
る
根
源
的
な
問
題
意
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識
が
現
れ
て
い
る
。「
教
養
主
義
の
大
衆
化
」
と
い
う
と
、
ど
う

し
て
も
俗
悪
な
印
象
が
つ
き
ま
と
う
。
し
か
し
よ
く
見
る
と
、

そ
う
悪
く
な
い
面
も
多
い
。
実
利
や
権
力
へ
の
志
向
が
全
く
な

い
わ
け
で
は
な
い
け
れ
ど
、
そ
れ
で
も
「
傍
流
」
大
衆
教
養
主

義
に
は
細
い
な
が
ら
も
清
ら
か
な
水
が
流
れ
て
い
る
。
こ
れ
は

こ
れ
で
い
い
も
の
だ
し
、
歴
史
や
文
学
が
学
術
研
究
者
に
閉
じ

て
い
て
は
先
細
り
に
な
る
ば
か
り
だ
。 

研
究
者
と
し
て
、
ま
た
教
育
者
と
し
て
発
し
た
著
者
の
問
い

か
け
は
、
人
が
そ
れ
ぞ
れ
「
自
分
史
」
を
持
ち
、
そ
の
道
の
り

を
一
個
の
歴
史
物
語
と
し
て
理
解
す
る
「
近
代
的
自
我
」
の
今

後
の
あ
り
よ
う
を
問
う
も
の
で
も
あ
る
だ
ろ
う
。 

  
 
 

八 

拡
散
す
る
「
司
馬
遼
太
郎
」
的
な
も
の 

 

新
海
誠
の
ア
ニ
メ
映
画
に
古
び
た
神
社
や
高
校
の
国
語
教
師

が
や
た
ら
と
登
場
す
る
よ
う
に
、「
人
文
知
」
は
Ｓ
Ｆ
的
な
ガ
ジ

ェ
ッ
ト
と
同
様
、
じ
ゅ
う
ぶ
ん
な
訴
求
力
を
持
っ
て
い
る
。
し

か
し
そ
れ
は
客
体
と
し
て
消
費
さ
れ
る
コ
ン
テ
ン
ツ
と
し
て
で

あ
っ
て
、
著
者
の
言
う
「
開
か
れ
た
人
文
知
」
と
は
別
の
も
の

だ
ろ
う
。
も
っ
と
主
体
的
に
「
社
会
や
文
化
、
政
治
を
構
想
す

る
」
ヒ
ン
ト
や
方
法
と
な
り
う
る
も
の
が
、
人
々
の
思
考
の
根

幹
に
宿
り
生
き
る
こ
と
。
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
一
時
的
に
消

費
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
よ
り
普
遍
的
に
日
常
生
活
や
生
産
活

動
に
関
わ
る
こ
と
。 

司
馬
遼
太
郎
の
よ
う
な
「
国
民
歴
史
小
説
家
」
は
、
た
ぶ
ん

も
う
現
れ
な
い
。
本
著
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
そ
れ
は
一
人
の

作
家
の
生
涯
で
あ
る
と
同
時
に
固
有
名
詞
と
し
て
の
一
つ
の
時

代
だ
か
ら
で
あ
る
。 

司
馬
の
小
説
を
読
ん
で
い
る
の
は
今
や
お
じ
い
さ
ん
お
ば
あ

さ
ん
が
大
半
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
「
司
馬
遼
太
郎
的
な
も

の
」
へ
の
ニ
ー
ズ
は
、
現
代
の
日
本
社
会
か
ら
ほ
ん
と
う
に
消

失
し
て
し
ま
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
お
も
し
ろ
歴
史
活
劇
は
ケ
レ

ン
味
を
増
し
て
『
キ
ン
グ
ダ
ム
』
な
ど
の
少
年
・
青
年
マ
ン
ガ

が
、
右
派
（
＝
反
左
翼
）
好
み
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
物
語
は
百
田

尚
樹
を
は
じ
め
と
す
る
ネ
ト
ウ
ヨ
御
用
達
の
ク
リ
エ
イ
タ
ー
が
、

鬱
屈
し
た
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
気
宇
壮
大
な
リ
ー
ダ
ー
論
・
組
織
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論
は
ビ
ジ
ネ
ス
書
が
、
思
わ
ず
友
だ
ち
に
教
え
て
あ
げ
た
く
な

る
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
な
「
余
談
」
の
蘊
蓄
は
各
社
の
新
書
が
、
そ

れ
ぞ
れ
の
需
要
を
引
き
受
け
て
ぼ
ち
ぼ
ち
元
気
な
市
場
を
形
成

し
て
い
る
よ
う
に
、
私
に
は
思
え
る
。 

現
実
に
教
養
あ
る
人
と
い
う
の
は
今
も
昔
も
少
数
だ
が
、
こ

れ
を
自
称
す
る
人
も
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
い
た
と
し
た
ら
胡
散

臭
い
し
、
深
い
教
養
を
身
に
着
け
た
人
よ
り
も
早
口
で
揚
げ
足

取
り
の
上
手
い
軽
薄
な
ヤ
ツ
の
ほ
う
が
口
喧
嘩
は
強
い
。
絶
対

的
な
基
準
が
な
い
の
で
「
私
は
教
養
が
あ
る
」
と
は
言
い
に
く

い
け
れ
ど
、「
あ
い
つ
は
教
養
が
な
い
（
＝
私
は
あ
い
つ
よ
り
は

教
養
が
あ
る
）」
と
い
う
よ
う
に
、
他
者
と
の
相
対
的
な
判
定
し

か
で
き
な
い
。
だ
か
ら
「
教
養
人a learned person
」
は
大
抵
、

限
り
な
く
尊
称
に
近
い
他
称
と
な
る
。 

し
た
が
っ
て
「
教
養
主
義
」
の
規
範
を
共
有
す
る
主
体
は
、

教
養
人
で
は
な
く
学
ぶ
人
々learning people

で
あ
る
。
ゆ
え
に

「
教
養
」
と
し
て
の
学
識
が
結
果
と
し
て
少
数
の
エ
リ
ー
ト
の

も
の
だ
っ
た
と
し
て
も
、「
教
養
主
義
」
は
い
つ
の
時
代
も
大
な

り
小
な
り
そ
の
意
義
を
認
め
る
「
大
衆
」
の
存
在
を
前
提
と
し

て
い
る
。
そ
れ
に
教
養
主
義
は
も
と
も
と
出
版
産
業
お
よ
び
教

育
産
業
と
結
び
つ
い
た
消
費
文
化
の
側
面
が
あ
る
。 

そ
う
で
あ
る
な
ら
、
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
教
養
主
義
が
「
歴
史
ブ

ー
ム
」
の
形
を
と
っ
た
よ
う
に
、
今
後
の
「
人
文
知
」
と
社
会

の
関
わ
り
は
、
不
易
の
「
道
」
を
志
向
す
る
よ
り
も
、
い
っ
そ

の
こ
と
移
ろ
い
や
す
い
流
行
の
連
続
と
、
一
度
割
り
切
っ
て
考

え
て
み
て
も
い
い
か
も
し
れ
な
い
。
い
っ
ち
ょ
仕
掛
け
て
や
ろ

う
、「
教
養
」
の
新
し
い
ム
ー
ブ
メ
ン
ト
を
生
み
出
そ
う―

―

こ

れ
く
ら
い
の
軽
い
気
持
ち
で
取
り
組
む
の
も
、
ア
リ
な
の
で
は

な
い
か
。 

著
者
の
問
題
関
心
に
共
感
し
つ
つ
、
今
後
の
社
会
に
お
け
る

「
教
養
主
義
」
の
行
方
に
心
を
配
り
た
い
。 

 
(

一)

本
書
評
の
括
弧
内
の
ペ
ー
ジ
数
は
、
特
に
断
り
が
な
い
場
合
は
福
間
良
明
『
司
馬

遼
太
郎
の
時
代 

歴
史
と
大
衆
教
養
主
義
』（
中
央
公
論
新
社
、
二
〇
二
二
）
の
も
の

で
あ
る
。
な
お
読
み
や
す
さ
を
重
視
し
一
部
ペ
ー
ジ
数
の
表
記
を
省
略
し
て
い
る
。 

(
二) 
竹
内
洋
『
教
養
主
義
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没
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学
生
文
化
』
中
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論
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社
、
二
〇
〇
三 

(
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『
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（
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）』
文
芸
春
秋
、
一
九
九
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（
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説
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(
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丸
山
眞
男
「
陸
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と
思
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」『
中
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公
論
』（696

）、
一
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四
七 
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