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か
つ
て
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
退
陣
し

て
ま
も
な
い
時
期
の
小
文
で
、

私
は
、
「あ
ま
り
に
も
人
間
の
理
性
を
信

じ
す
ぎ
る
タ
イ
プ

の
指
導
者
で
あ
る
た

め
に
時
代
に
対
応
で
き
な
か

っ
た
ゴ
ル

バ
チ
ョ
フ
」
と
書

い
た
こ
と
が
あ
る
（ペ

レ
ス
ト
ロ
イ
カ
と
そ
の
後
―
―

『民
主
化
』
の

パ
ラ
ド
ク
ス
」和
田
、
小
森
田
、
近
藤
編
ズ
社

会
主
義
〉
そ
れ
ぞ
れ
の
苦
悩
と
模
索
』
日
本
評

デ
江稲
総
臨
評
統
寝
賄

ご
く
低
い
得
票
率
し
か
集
め
ら
れ
な
か

っ
た
彼
を
み
て
、
こ
の
感
慨
を
改
め
て

強
め
た
。

回
想
の
内
容
は
、
そ
れ
だ
け
み
れ
ば

実
に
正
論
で
あ
り
、
ま
と
も
な
主
張
の

披
涯
で
あ
る
。　
一
方
で
は
改
革
を
妨
害

し
よ
う
と
す
る
保
守
派
、
他
方
で
は
、

改
革
の
加
速
を
焦
る
あ
ま
り
社
会
の
分

極
化
と
混
乱
を
促
進
し
、
あ
る
い
は
ポ

ピ
ュ
リ
ス
ト
（大
衆
迎
合
主
義
）的
デ
マ
ゴ

ギ
ー
で
破
壊
的
な
役
割
を
演
じ
る
急
進

派
―
―
こ
の
両
者
に
挟
み
撃
ち
に
さ
れ

な
が
ら
、
何
と
か
し
て
変
革
の
コ
ス
ト

を
最
低
限
に
抑
え
っ
っ
平
和
裡
の
漸
進

的
改
革
を
実
現
し
よ
う
と
す
る
指
導
者

像
が
そ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
最
終

段
階
で
は
次
第
に
不
利
な
状
況
に
追
い

込
ま
れ
な
が
ら
も
、
最
後
ま
で
両
派
の

間
で
の
き
わ
ど
い
綱
渡
り
を
試
み
続
け

た
そ
の
努
力
は
感
動
的
で
さ
え
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
政
治
家
の
回
想
と
い
う

も
の
が
自
己
弁
明
、
自
己
正
当
化
の
要

素
を
含
む
の
は
常
の
こ
と
で
あ
り
、
す

べ
て
を
額
面
通
り
に
信
用
す
る
わ
け
に

は
い
か
な
い
。
本
書
の
中
に
も
、
自
己

弁
護
的
な
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
感
じ
る
個
所

は
い
く
つ
か
散
見
さ
れ
る
。
ま
た
、
今

な
お
現
実
政
治
復
帰
の
野
心
を
捨
て
て

い
な
い
著
者
と
し
て
は
、
「回
想
」
と
い

っ
て
も
、
完
全
に
現
役
か
ら
退
い
た
位

置
か
ら
書
い
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

一
定
の
政
治
的
思
惑
を
も
っ
て
書
い
て

い
る
と
感
じ
ら
れ
る
個
所
も
あ
る
。
今

日
な
お
語
れ
な
い
、
あ
る
い
は
語
り
た

く
な
い
事
項
も
当
然
あ
る
だ
ろ
う
。
い

く
つ
か
の
戦
術
や
人
物
判
断
、
政
策
転

換
の
タ
イ
ミ
ン
グ
な
ど
に
関
し
て
、
誤

り
を
お
か
し
た
こ
と
を
率
直
に
認
め
て

自
己
批
判
し
て
い
る
点
は
好
感
が
も
て

る
が
、
そ
の
誤
り
の
原
因
に
つ
い
て
の

掘
り
下
げ
が
足
り
な
い
と
い
っ
た
批
判

も
可
能
だ
ろ
う
。
そ
の
よ
う
な
留
保
を

つ
け
た
上
で
の
話
で
は
あ
る
が
、
全
体

と
し
て
い
え
ば
、
本
書
の
語
り
回
は
相

対
的
に
率
直
な
も
の
で
あ
り
、
読
者
の

理
性
に
訴
え
る
そ
の
書
き
方
は
、
説
得

力
に
富
ん
で
い
る
。

そ
れ
で
い
な
が
ら
、
読
ん
で
い
て
何

と
な
く
落
ち
着
か
な
い
の
は
、
結
局
、
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彼
は
敗
れ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
と
い
う

冷
厳
な
事
実
を
わ
れ
わ
れ
は
知
っ
て
い

る
か
ら
で
あ
る
。
そ
し
て
ま
た
、
本
書

ム
′

刊
行
の
少
し
後
に
、
わ
れ
わ
れ
の
眼
前
″

で
展
開
さ
れ
た
ロ
シ
ア
の
大
統
領
選
挙
し

で
も
、
彼
は
惨
敗
を
喫
し
た
。
事
前
の

世
論
調
査
で

「泡
沫
候
補
」
的
な
支
持

率
し
か
な
い
こ
と
を
知
り
な
が
ら
、
最

後
ま
で
立
候
補
を
撤
回
せ
ず
、
「世
論
調

査
は
当
て
に
な
ら
な
い
。
自
分
こ
そ
は

エ
リ
ツ
ィ
ン
、
ジ

ュ
ガ
ー
ノ
フ
の
ど
ち

ら
に
も
不
満
な
国
民
の
期
待
を
担
え
る

候
補
で
あ
り
、
決
選
投
票
に
残
れ
る
自

信
は
あ
る
」
と
い
い
続
け
た
彼
は
、
あ

た
か
も
ピ
エ
ロ
の
よ
う
に
み
え
た
。
こ

こ
に
は
大
き
な
落
差
が
あ
る
。

ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ
当
時
の
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
も
、
諸
外
国
で
は
ほ
ぼ

一
貫
し
て

高
い
評
判
を
得
て
い
た
の
に
対
し
、
ソ

連
国
内
で
は
、
あ
る
時
期
以
降
次
第
に

人
気
を
低
下
さ
せ
て
い
た
。
今
回
の
回

想
も
外
国
の
読
者
に
と
っ
て
は
説
得
力

も
あ
り
、
読
み
ご
た
え
も
あ
る
興
味
深

い
著
作
な
の
だ
が
、
そ
う
し
た
著
作
の

刊
行
も
、
自
国
に
お
い
て
国
民
を
説
得

し
て
支
持
を
獲
得
す
る
こ
と
に
は
全
く

貢
献
し
な
か
っ
た
。
こ
こ
に
ゴ
ル
バ
チ

ョ
フ
と
い
う
人
の
悲
劇
性
が
あ
り
、
歴

史
の
非
情
さ
と
い
う
こ
と
さ
え
考
え
さ

せ
ら
れ
る
。

政
治
家
は
引
き
際
が
大
事
だ
と
よ
く

い
わ
れ
る
。
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
比
較
的

似
た
と
こ
ろ
の
あ
る
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
ヤ

ル
ゼ
ル
ス
キ
は
、
体
制
転
換
へ
の
軟
着

陸
を
と
も
か
く
も
成
し
遂
げ
た
直
後
に

き
れ
い
な
引
き
際
を
見
せ
た
お
か
げ
で
、

戒
厳
令
施
行
と
い
う
極
度
に
不
人
気
な

政
策
で
出
発
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

い
ま
で
は
相
対
的
に
良
好
な
イ
メ
ー
ジ

で
記
憶
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
比
べ
、

あ
れ
ほ
ど
大
き
な
功
績
を
世
界
史
に
記

し
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
が
、
現
在
の
ロ
シ

ア
政
治
で
は
ピ
エ
ロ
と
し
か
映
ら
な
い

の
は
、
そ
の
よ
う
な
「き
れ
い
な
引
退
」

を
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
と
い
う

事
情
に
よ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

以
上
で
は
、
政
治
家
と
し
て
の
ゴ
ル

バ
チ
ョ
フ
評
価
に
お
け
る
二
面
性
に
触

れ
て
き
た
が
、
こ
う
し
た
評
価
の
両
義

性
は
、
回
想
と
し
て
の
本
書
の
衝
撃
性

の
度
合
に
も
あ
る
程
度
反
映
し
て
い
る
。

「超
大
国
」
の
一
つ
に
数
え
ら
れ
た
―
―

ほ
ん
の
数
年
前
ま
で
そ
う
だ
っ
た
と
い

う
こ
と
が
、
今
で
は
信
じ
が
た
い
ほ
ど

で
あ
る
！
―
―
国
の
最
高
指
導
者
だ
っ

た
人
間
が
退
陣
後
に
書
い
た
回
想
と
い

う
こ
と
か
ら
、
セ
ン
セ
ト
シ
ョ
ナ
ル
な

暴
露
を
期
待
す
る
読
者
が
い
る
か
も
し

れ
な
い
が
、
実
は
、
本
書
に
は
そ
れ
ほ

ど
シ
ョ
ッ
キ
ン
グ
な
新
事
実
の
暴
露
は

な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
個
々
の
点
に
関
し
、

当
時
は
公
け
に
さ
れ
な
か
っ
た
事
実
や

そ
れ
ぞ
れ
の
時
点
の
考
え
が
記
さ
れ
て

お
り
、
わ
れ
わ
れ
の
ペ
レ
ス
ト
ロ
イ
カ

理
解
を
深
め
て
く
れ
る
貴
重
な
資
料
に

は
違
い
な
い
が
、
大
筋
で
は
当
時
観
察

さ
れ
て
い
た
こ
と
を
確
認
す
る
叙
述
が

主
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
ペ
レ
ス
ト
ロ

木簡が語る
古代史

〈上〉都の変遷 と暮 らし

平野邦雄・鈴木靖民編 発掘され
た膨大な木簡から、宮都の構造
や変遷、貴族や官人の生活・文化
を再現。3811円 (下 =続 Fり )

真田昌幸俺惣締
柴辻俊六著 安t桃山時代の智
将。信玄・秀吉に仕え織豊期を必
死に生き抜いた処世術と事跡を
検証し実像に迫る。 1803円

戦国・織豊期の
徳政 (中四犠詢
下村信博著 徳政を所有観念の
発達という視点だけでなく、知
行制との関係から論じ、戦同・

織豊期社会を解明。2472円

肖像画の視線
一源頼朝像から浮世絵まで―

宮島新一著 肖像画は何を語 り
かけるか。鎌倉から,I戸時代の

肖像画の変遷 。特質と日本人の

精神世界を探る。 3605円

緒方竹虎
―情報組織の主宰者一

栗田直樹著 新聞社の幹部から
政界に転身。戦後政治に果たし
た緒方の足跡を追い、政治と情
報の関係を考える。6695円

桃山時代の女性
桑田忠親著 2472円

日本の鉄道
原田勝正著 2369円

'96年版『出版図書目録』・ PR誌
『本郷』No.7送 呈。小社販売部ま
でお中し込み下さい。
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イ
カ
解
釈
を

一
八
〇
度
ひ
っ
く
り
返
す

よ
う
な
も
の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

こ
の
こ
と
を
指
摘
す
る
の
は
、
本
書

が
意
外
に
つ
ま
ら
な
い
本
だ
な
ど
と
い

う
こ
と
を
示
唆
し
た
い
か
ら
で
は
な
い
。

あ
れ
ほ
ど
の
大
事
件
の
渦
中
に
い
た
人

の
回
想
が
つ
ま
ら
な
い
は
ず
が
な
く
、

手
に
汗
を
握
る
迫
真
性
さ
え
備
え
て
い

る
の
は
当
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
前
記

の
よ
う
な
こ
と
を
書
い
た
の
は
、
ペ
レ

ス
ト
ロ
イ
カ
期
に
お
け
る
グ
ラ
ー
ス
ノ

ス
チ

（公
開
性
）
が
相
当
程
度
本
物
で
あ

り
、
そ
の
お
か
げ
で
当
時
す
で
に
情
報

の
公
開
度
が
か
な
り
高
ま
っ
て
い
た
こ

と
、
そ
し
て
ま
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
と
い

う
人
が
理
性
を
信
じ
る
タ
イ
プ
の
政
治

家
だ
っ
た
た
め
、
当
時
に
お
い
て
も
か

な
り
の
程
度
ま
で
本
音
を
さ
ら
し
て
自

己
の
主
張
を
訴
え
て
お
り
、
当
時
の
言

説
と
今
日
の
回
想
と
の
間
に
あ
ま
り
大

き
な
開
き
が
な
い
こ
と
を
確
認
し
た
か

っ
た
か
ら
で
あ
る
。
本
書
が
そ
れ
ほ
ど

セ
ン
セ
ー
シ
ョ
ナ
ル
な
暴
露
を
含
ま
な

い
の
は
、
権
力
の
座
に
あ
っ
た
時
の
彼

が
能
弁
か
つ
率
直
な
政
治
家
だ
っ
た
か

ら
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
こ
そ
が
彼
の
大

き
な
功
績
を
な
す
の
で
あ
る
。

翻
訳
に
つ
い
て
一
言
。
文
学
者
と
ジ

ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
の
協
力
に
な
る
翻
訳
で

あ
る
せ
い
か
、
訳
文
は
全
体
と
し
て
こ

な
れ
て
お
り
、
読
み
や
す
い
。
ト
ル
ス

ト
イ
の

『戦
争
と
平
和
』
を
越
え
る
と

い
う
大
冊
を
、
比
較
的
短
時
間
に
、
こ

こ
ま
で
読
み
や
す
い
形
で
わ
れ
わ
れ
に

提
供
し
て
く
れ
た
訳
者
の
労
を
多
と
し

た
い
。
ロ
シ
ア
語
版
で
は
省
略
さ
れ
て

い
る
個
所
ま
で
も
原
著
者
の
原
稿
に
基

づ
い
て
完
訳
し
た
と
い
う
点
も
、
本
書

の
資
料
的
価
値
を
考
え
る
と
貴
重
で
あ

る
。
た
だ
、
こ
れ
だ
け
の
大
著
で
は
や

む
を
得
な
い
こ
と
か
も
し
れ
な
い
が
、

い
く
つ
か
誤
訳
な
い
し
不
適
訳
が
日
に

つ
い
た
。
そ
の
多
く
は
、
当
時
の
政
治

情
勢
や
政
治
経
済
上
の
専
門
用
語
を
よ

く
知
ら
な
い
か
、
歴
史
的
経
緯
を
十
分

踏
ま
え
て
い
な
い
た
め
に
、
文
章
の
文

脈
を
と
り
そ
こ
な
っ
た
も
の
で
あ
る
。

こ
の
種
の
書
物
の
翻
訳
は
、
文
学
者

・

ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
と
社
会
科
学
者
と
の

共
同
作
業
と
し
て
な
さ
れ
る
の
が
望
ま

し
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
誤
訳
な

い
ｔ
不
適
訳
の
大
半
は
細
部
に
か
か
わ

る
の
で
一
々
指
摘
し
な
い
が
、
第
四

一

章
の
表
題
に

「わ
れ
わ
れ
の
全
視
点
を

社
会
主
義
に
転
じ
よ
う
」
と
あ
る
点
（正

し
く
は
、
「社
会
主
義
へ
の
わ
れ
わ
れ
の
見
地
全

体
の
転
換
し
、
ま
た
フ

ェ
デ
ラ
ー
ツ
ィ
ヤ

も
ソ
ユ
ー
ズ
も
と
も
に

「連
邦
」
と
訳

さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
特
に
第
四
四
章

に
お
い
て
、
も
は
や
「連
邦
」
論
を
放
棄

し
た
ゴ
ル
バ
チ
ョ
フ
の
構
想
が
「連
邦
」

と
訳
さ
れ
る
と
い
う
混
乱
は
、
ゴ
ル
バ

チ
ョ
フ
の
思
想
の
根
幹
に
か
か
わ
る
だ

け
に
、再
版
時
の
訂
正
を
期
待
し
た
い
。

ロ
エ
藤
精

一
郎
・鈴
木
康
雄
訳
・新
潮
社
、

上
下
と
も
四
八
〇
０
円
日
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