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山
内
昌
之
『
納
得
し
な
か
っ
た
男
』

本
書
を
読
み
始
め
た
と
き
、
私
の
著
者
に
関
す
る
イ
メ
ー
ジ
は
率
直
に
言
っ
て
あ
ま
り
芳
し

い
も
の
で
は
な
か
っ
た
。
と
い
っ
て
も
、
以
前
か
ら
ず
っ
と
悪
い
先
入
観
を
い
だ
き
続
け
て
き

た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
著
者
、
山
内
昌
之
が
中
東
イ
ス
ラ
ー
ム
世
界
と
ソ
連
に
ま
た
が
る

歴
史
に
関
し
て
独
自
の
研
究
を
公
刊
し
始
め
た
の
は
一
九
七
〇
年
代
の
こ
と
だ
が
、
当
時
大
学

院
に
入
っ
て
間
も
な
か
っ
た
私
は
、
そ
れ
ら
を
発
表
直
後
か
ら
熱
心
に
読
み
、
極
め
て
強
い
印

象
を
受
け
た
。
私
自
身
が
や
が
て
ソ
連
の
民
族
問
題
に
関
心
を
深
め
て
い
く
の
も
、
そ
れ
以
前

か
ら
の
下
地
が
あ
っ
た
と
は
い
え
、
山
内
の
仕
事
に
触
発
さ
れ
た
面
も
か
な
り
大
き
か
っ
た
か

ら
、
そ
の
意
味
で
は
学
恩
を
こ
う
む
っ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。
た
だ
、
そ
の
後
、
私
自
身
が
類

似
の
テ
ー
マ
に
取
り
組
む
よ
う
に
な
っ
た
と
き
、
山
内
の
仕
事
の
粗
雑
さ
が
甚
だ
し
い
こ
と
に

気
づ
き
、
そ
れ
ま
で
の
賛
嘆
が
大
き
か
っ
た
だ
け
に
、
落
胆
も
ま
た
激
し
か
っ
た
。

山
内
の
仕
事
の
一
つ
の
転
機
と
な
っ
た
の
は
、
『
ラ
デ
ィ
カ
ル
・
ヒ
ス
ト
リ
ー
』
（
中
公
新
書
、

一
九
九
一
年
）
だ
ろ
う
。
こ
の
本
は
大
胆
な
問
題
提
起
の
書
と
し
て
大
き
な
反
響
を
呼
び
、
吉

野
作
造
賞
を
受
け
、
何
人
か
の
書
評
者
か
ら
は
絶
賛
さ
れ
た
。
そ
の
よ
う
に
非
専
門
家
の
間
で

好
評
を
博
し
た
反
面
、
専
門
の
近
い
人
た
ち
の
間
で
の
評
価
は
む
し
ろ
非
常
に
厳
し
か
っ
た

（1

）

。
私
自
身
も
、
大
き
な
疑
問
を
い
く
つ
か
感
じ
た
。
問
題
は
単
に
狭
義
の
専
門
の
観
点
か

ら
の
厳
密
性
と
い
う
こ
と
だ
け
に
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
本
は
確
か
に
多
く
の
重
要
な

問
題
に
触
れ
て
は
い
る
が
、
そ
れ
ら
の
相
互
関
連
が
明
確
で
な
く
、
面
白
い
論
点
に
触
れ
た
途

端
に
す
ぐ
次
の
話
題
に
移
っ
て
し
ま
う
と
い
う
散
漫
さ
が
目
に
つ
い
た
。
ま
た
既
成
の
研
究
へ

の
批
判
が
激
し
い
わ
り
に
は
、
そ
れ
を
超
え
る
積
極
的
な
見
解
の
提
示
は
乏
し
く
、
「
ラ
デ
ィ

カ
ル
」
と
称
し
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
実
は
多
く
の
先
人
に
よ
っ
て
既
に
指
摘
さ
れ
て
い

た
論
点
の
再
確
認
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
よ
う
な
個
所
も
少
な
く
な
か
っ
た
。
全
体
と
し
て
、
狙

い
は
野
心
的
だ
と
し
て
も
、
看
板
倒
れ
の
観
を
否
め
ず
、
外
面
的
に
華
や
か
な
美
辞
麗
句
の
羅

列
は
、
無
内
容
さ
を
押
し
隠
す
も
の
の
よ
う
に
見
え
て
な
ら
な
か
っ
た
。

こ
の
本
の
後
、
山
内
は
ま
す
ま
す
大
風
呂
敷
を
広
げ
る
方
に
向
か
い
、
手
堅
い
実
証
研
究
か

ら
離
れ
て
い
く
よ
う
に
み
え
た
。
狭
い
専
門
に
閉
じ
こ
も
る
の
で
は
な
く
、
広
い
視
野
か
ら
多

面
的
な
問
題
に
取
り
組
も
う
と
い
う
姿
勢
そ
の
も
の
は
壮
と
す
べ
き
面
も
あ
っ
た
が
、
そ
の
際
、

専
門
外
の
事
柄
に
つ
い
て
丁
寧
な
理
解
の
努
力
を
積
み
重
ね
た
上
で
発
言
す
る
の
で
は
な
く
、
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皮
相
な
思
い
つ
き
だ
け
を
無
責
任
に
述
べ
る
の
で
は
無
意
味
で
あ
る
。
宙
に
舞
い
上
が
っ
て
、

国
際
政
治
や
ら
政
治
思
想
や
ら
日
本
史
や
ら
、
あ
り
と
あ
ら
ゆ
る
事
柄
に
つ
い
て
、
あ
た
か
も

権
威
者
の
よ
う
に
振
る
舞
う
態
度
は
ほ
と
ん
ど
滑
稽
だ
っ
た
。
た
ま
に
ソ
連
と
中
東
世
界
の
接

点
と
い
う
彼
の
当
初
の
問
題
領
域
に
立
ち
戻
る
場
合
に
も
、
か
な
り
安
易
な
放
言
を
す
る
こ
と

が
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
学
問
と
は
無
縁
の
世
界
に
行
っ
て
し
ま
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

そ
の
彼
が
久
し
ぶ
り
に
昔
か
ら
の
テ
ー
マ
に
立
ち
戻
っ
て
、
エ
ン
ヴ
ェ
ル
・
パ
シ
ャ
と
い
う

人
（
一
八
八
一
‐
一
九
二
二
年
、
ト
ル
コ
の
政
治
家
・
軍
人
）
の
伝
記
を
書
い
た
。
永
年
温
め
て
い

た
テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
膨
大
な
資
料
調
査
を
踏
ま
え
て
、
長
い
時
間
を
か
け
て
大
著
に
仕
上
げ

た
と
い
う
。
こ
れ
は
何
を
意
味
す
る
の
か
。
一
時
の
脱
線
か
ら
本
業
に
戻
っ
た
と
い
う
こ
と
な

の
か
、
そ
れ
と
も
新
し
い
方
向
の
模
索
な
の
か
。
懸
念
と
期
待
の
入
り
混
じ
っ
た
複
雑
な
思
い

を
懐
き
な
が
ら
、
本
書
に
手
を
出
し
た
。

読
後
感
を
一
言
で
い
う
な
ら
、
「
意
外
に
面
白
い
」
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
の
説

明
は
長
く
な
る
の
で
、
こ
の
後
で
ゆ
っ
く
り
と
書
く
こ
と
に
す
る
が
、
と
に
か
く
、
こ
の
「
面

白
い
」
と
い
う
感
覚
が
な
か
っ
た
ら
、
こ
の
小
文
を
書
く
気
に
は
な
ら
な
か
っ
た
ろ
う
。
単
純

に
「
下
ら
な
い
」
と
感
じ
た
著
作
を
取
り
あ
げ
、
た
だ
や
っ
つ
け
る
た
め
の
書
評
や
感
想
文
を

書
く
と
い
う
の
は
空
し
い
業
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
自
分
自
身
の
仕
事
の
ス
タ
イ
ル
と
は
異

質
だ
が
、
そ
れ
で
も
「
意
外
に
面
白
い
」
と
思
わ
せ
る
よ
う
な
著
作
に
つ
い
て
は
、
そ
の
「
意

外
な
面
白
さ
」
が
ど
こ
に
あ
る
の
か
を
考
え
る
こ
と
を
通
し
て
自
分
自
身
の
頭
を
整
理
す
る
こ

と
が
で
き
、
新
鮮
な
刺
激
を
得
る
こ
と
が
で
き
る
。

本
書
を
読
ん
で
「
意
外
に
面
白
い
」
と
感
じ
た
理
由
は
い
く
つ
か
あ
る
が
、
最
大
の
理
由
は
、

本
書
は
歴
史
研
究
書
と
い
う
よ
り
も
歴
史
小
説
で
あ
り
、
小
説
と
し
て
よ
く
書
け
て
い
る
と
い

う
点
に
あ
る
。
小
説
だ
と
思
わ
ず
に
読
ん
だ
ら
小
説
だ
っ
た
と
い
う
意
味
で
「
意
外
」
だ
が
、

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
は
上
出
来
で
あ
り
、
「
面
白
さ
」
を
十
分
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
、
と
い

う
こ
と
で
あ
る
。

誤
解
を
避
け
る
た
め
に
付
け
加
え
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
が
、
本
書
を
小
説
だ
と
い
う
の
は
、

皮
肉
や
悪
口
の
意
味
で
は
な
い
。
研
究
書
と
小
説
と
は
、
ど
ち
ら
が
高
級
と
か
低
級
と
ラ
ン
ク

づ
け
る
こ
と
の
で
き
な
い
別
個
の
ジ
ャ
ン
ル
で
あ
り
、
小
説
だ
か
ら
い
け
な
い
な
ど
と
い
う
こ

と
は
あ
り
得
な
い
。
ま
た
人
に
は
様
々
な
側
面
が
あ
る
の
だ
か
ら
、
歴
史
研
究
者
が
小
説
を
書

い
て
悪
い
と
い
う
こ
と
も
な
く
、
そ
の
小
説
が
面
白
く
書
け
て
い
れ
ば
、
そ
れ
で
十
分
で
あ
る
。

た
だ
困
る
の
は
、
と
き
と
し
て
ど
ち
ら
の
ジ
ャ
ン
ル
に
属
す
る
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
よ
う
な
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中
途
半
端
な
作
品
が
あ
り
、
そ
う
い
う
本
は
無
用
の
誤
解
や
混
乱
を
招
く
と
い
う
意
味
で
、
あ

ま
り
感
心
し
な
い
（2

）

。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の
本
は
、
明
示
的
に
「
小
説
」
と
銘
打
っ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
が
、
ち
ょ
っ
と
読
ん
で
み
れ
ば
「
歴
史
小
説
」
と
し
て
書
か
れ
て
い
る
こ
と
は

ほ
ぼ
明
白
で
あ
り
、
誤
解
の
余
地
は
な
い
。
私
が
こ
れ
ま
で
山
内
の
仕
事
に
苛
立
ち
を
感
じ
て

い
た
の
は
、
「
研
究
者
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
し
て
は
粗
雑
な
仕
事
を
す
る
」
と
い
う
点
に

あ
っ
た
の
だ
が
、
今
回
の
本
は
、
は
っ
き
り
と
小
説
の
側
に
属
す
る
作
品
で
あ
り
、
そ
れ
な
ら

そ
う
い
う
も
の
と
し
て
安
心
し
て
読
め
る
と
感
じ
た
の
で
あ
る
。
私
の
ソ
連
史
の
最
初
の
師
は

菊
地
昌
典
だ
が
、
菊
地
も
歴
史
小
説
に
深
い
関
心
を
も
ち
、
自
ら
小
説
を
書
く
こ
と
ま
で
は
し

な
か
っ
た
が
、
歴
史
小
説
論
は
何
度
か
書
い
た
。
山
内
が
こ
の
よ
う
な
本
を
書
い
た
の
も
、
菊

地
と
山
内
が
東
京
大
学
教
養
学
部
で
同
僚
だ
っ
た
時
期
が
あ
る
こ
と
を
思
え
ば
、
何
か
の
縁
と

い
う
気
も
す
る
。

本
書
は
「
歴
史
小
説
」
だ
と
い
ま
述
べ
た
が
、
正
面
切
っ
て
「
小
説
」
と
銘
打
た
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
―
―
「
あ
と
が
き
」
に
「
構
成
や
叙
述
は
通
常
の
学
術
書
の
体
裁
と
や
や
異
な

っ
て
い
る
」
と
い
う
断
わ
り
書
き
が
あ
る
（
六
〇
九
頁
）
が
―
―
書
物
を
「
小
説
」
だ
と
断
定

す
る
の
は
ど
の
よ
う
な
根
拠
に
よ
る
の
か
を
明
示
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
本
書
に
お

い
て
は
、
エ
ン
ヴ
ェ
ル
・
パ
シ
ャ
と
い
う
歴
史
上
実
在
の
人
物
お
よ
び
彼
を
取
り
巻
く
人
々
の

群
像
が
一
次
資
料
に
基
づ
い
て
描
か
れ
、
ま
た
そ
の
社
会
的
背
景
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
が
、

社
会
的
背
景
の
方
は
主
人
公
の
行
動
と
心
情
を
理
解
す
る
上
で
の
道
具
立
て
に
過
ぎ
ず
、
主
た

る
関
心
は
あ
く
ま
で
も
個
人
の
心
情
に
向
け
ら
れ
て
い
る
。
本
書
を
読
ん
で
何
よ
り
も
強
く
印

象
づ
け
ら
れ
る
の
は
、
オ
ス
マ
ン
帝
国
か
ら
ト
ル
コ
共
和
国
へ
の
推
移
で
も
な
け
れ
ば
、
初
期

ソ
ヴ
ェ
ト
政
権
の
実
情
で
も
、
第
一
次
大
戦
直
後
ド
イ
ツ
の
混
乱
し
た
世
相
で
も
な
く
、
そ
れ

ら
を
活
躍
の
場
と
し
た
冒
険
家
の
精
神
の
あ
り
方
で
あ
る
。
読
者
は
、
背
景
と
し
て
の
歴
史
的

事
情
に
つ
い
て
と
り
た
て
て
予
備
知
識
を
も
た
ず
と
も
、
主
人
公
の
冒
険
心
に
共
感
し
た
り
反

撥
し
た
り
し
な
が
ら
、
本
書
を
読
む
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
は
す
べ
て
歴
史
小
説
に
固
有
な

特
徴
で
あ
る
（3

）

。

歴
史
研
究
と
歴
史
小
説
は
―
―
特
に
、
後
者
の
う
ち
の
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
念
頭
に
お
く

な
ら
―
―
と
き
と
し
て
か
な
り
の
程
度
接
近
し
、
区
別
し
が
た
い
ケ
ー
ス
も
あ
り
得
る
。
常
識

的
に
は
、
想
像
力
を
駆
使
す
る
の
が
小
説
で
、
想
像
に
よ
ら
ず
に
史
実
を
再
現
す
る
の
が
歴
史

研
究
だ
と
考
え
ら
れ
が
ち
だ
が
、
研
究
に
お
い
て
も
あ
る
種
の
想
像
力
は
必
要
だ
し
、
小
説
で

も
想
像
を
極
力
排
す
る
タ
イ
プ
の
も
の
も
あ
る
。
森
鴎
外
の
「
歴
史
其
儘
」
と
「
歴
史
離
れ
」
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と
い
う
議
論
は
、
歴
史
小
説
に
つ
い
て
考
え
る
上
で
一
つ
の
出
発
点
を
な
す
だ
ろ
う
。
も
っ
と

も
、
私
自
身
は
、
鴎
外
に
つ
い
て
も
歴
史
文
学
一
般
に
つ
い
て
も
さ
し
た
る
見
識
を
も
っ
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
あ
ま
り
大
層
な
こ
と
を
い
う
つ
も
り
も
な
い
が
、
と
り
あ
え
ず
歴
史
小
説

の
種
類
と
し
て
、
次
の
よ
う
な
分
類
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

歴
史
小
説
を
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
大
別
す
る
の
は
常
識
だ
が
、
こ
こ
で

は
、
そ
れ
ぞ
れ
を
二
つ
ず
つ
に
分
け
て
四
通
り
に
区
分
し
て
み
た
い
。
第
一
は
、
ノ
ン
フ
ィ
ク

シ
ョ
ン
の
う
ち
「
歴
史
其
儘
」
を
徹
底
す
る
も
の
で
、
資
料
の
渉
猟
の
上
に
立
っ
て
、
史
実
―

―
厳
密
に
い
え
ば
、
「
史
実
そ
の
も
の
」
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
十
分
に
慎
重
な
手
順
を
踏

ま
え
た
上
で
史
実
と
想
定
さ
れ
る
も
の
、
と
い
う
こ
と
だ
が
―
―
の
み
に
即
そ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
描
か
れ
る
中
身
に
つ
い
て
は
歴
史
研
究
書
と
ほ
と
ん
ど
区
別
し
が
た
い
。

そ
れ
で
も
歴
史
研
究
と
異
な
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
は
内
容
よ
り
も
叙
述
ス
タ

イ
ル
に
か
か
わ
る
。
即
ち
、
歴
史
研
究
が
対
象
に
内
在
す
る
一
般
性
の
要
素
を
追
求
す
る
の
に

対
し
、
文
学
で
は
む
し
ろ
個
別
性
の
要
素
に
力
点
を
お
く
、
ま
た
文
章
表
現
上
の
工
夫
を
よ
り

重
視
し
、
読
者
に
知
的
興
奮
よ
り
も
美
的
感
興
を
与
え
る
こ
と
を
主
た
る
目
的
と
す
る
等
々
で

あ
る
。
第
二
の
類
型
と
し
て
、
や
は
り
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
資
料
の
渉
猟
と
史
実
の
尊
重

を
心
が
け
る
が
、
そ
の
上
で
、
ど
う
し
て
も
資
料
に
よ
っ
て
は
埋
め
ら
れ
な
い
部
分
―
―
特
に

主
人
公
の
内
面
的
心
情
な
ど
―
―
に
つ
い
て
は
、
敢
え
て
想
像
力
を
駆
使
し
て
資
料
の
限
界
を

補
う
と
い
う
タ
イ
プ
の
も
の
が
挙
げ
ら
れ
る
。
こ
れ
は
想
像
の
要
素
を
含
み
は
す
る
が
、
ノ
ン

フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
あ
る
以
上
、
歴
史
研
究
の
結
論
と
矛
盾
す
る
こ
と
は
書
か
な
い
、
ま
た
い
か

に
も
実
際
に
あ
り
そ
う
だ
と
感
じ
ら
れ
る
範
囲
内
で
、
と
い
う
制
約
条
件
が
付
け
ら
れ
る
。
第

三
は
、
「
歴
史
離
れ
」
し
た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
、
雰
囲
気
作
り
な
ど
の
た
め
に
一
応
歴
史
的
研

究
を
踏
ま
え
は
す
る
が
、
史
実
の
再
現
で
は
な
く
、
む
し
ろ
独
自
の
文
学
世
界
の
構
築
を
目
標

と
す
る
。
こ
こ
で
は
、
歴
史
上
の
人
物
を
史
実
と
は
別
に
勝
手
に
動
か
し
た
り
、
実
在
し
な
か

っ
た
人
物
を
登
場
さ
せ
た
り
す
る
の
も
自
由
で
あ
る
。
た
だ
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
に
し
て
も
歴
史

的
リ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
重
視
す
る
の
で
、
そ
の
時
代
背
景
や
、
当
時
の
様
々
な
社
会
的
条
件
か
ら

し
て
絶
対
に
あ
り
得
な
い
よ
う
な
こ
と
は
排
除
す
る
。
第
四
は
、
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
世
界
の
構
築

を
も
っ
と
優
先
さ
せ
た
も
の
で
、
素
材
が
歴
史
上
の
時
代
だ
と
し
て
も
、
時
代
背
景
に
は
あ
ま

り
と
ら
わ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
そ
の
時
代
に
は
あ
り
得
な
か
っ
た
よ
う
な
こ
と
を
書
い
て
読

者
が
違
和
感
を
も
っ
て
も
、
ま
さ
に
そ
う
し
た
違
和
感
を
喚
起
す
る
こ
と
自
体
が
作
者
の
狙
い

だ
っ
た
り
す
る
こ
と
も
あ
り
う
る
。
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こ
の
よ
う
に
分
類
す
る
な
ら
、
本
書
は
、
一
面
で
資
料
の
渉
猟
、
史
実
の
尊
重
を
追
求
し
て

は
い
る
が
、
他
面
で
想
像
力
の
駆
使
も
自
ら
に
禁
じ
て
お
ら
ず
、
登
場
人
物
の
内
面
を
積
極
的

に
描
写
し
て
い
る
と
い
う
点
で
、
第
二
の
類
型
に
属
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
文
体

に
し
て
も
、
著
者
独
特
の
擬
古
的
で
美
文
調
の
文
体
は
―
―
こ
れ
は
こ
の
著
者
に
限
ら
ず
、
そ

の
種
の
文
章
を
書
く
人
一
般
に
い
え
る
こ
と
だ
が
―
―
往
々
に
し
て
論
理
の
飛
躍
や
実
証
性
の

欠
如
を
ご
ま
か
す
役
割
を
果
た
し
が
ち
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
へ
の
自
覚
が
欠
け
て
い
る
場
合
に

は
学
術
論
文
と
し
て
危
う
い
も
の
と
な
る
が
、
こ
れ
が
学
術
論
文
で
は
な
く
小
説
だ
と
い
う
こ

と
に
な
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
文
体
を
と
る
の
も
自
由
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
作
品
に
は
こ
の
よ

う
な
文
体
が
ふ
さ
わ
し
い
と
も
思
え
て
く
る
。

歴
史
小
説
と
し
て
の
本
書
の
も
う
一
つ
の
特
徴
と
し
て
、
登
場
人
物
に
対
す
る
好
悪
の
情
を

隠
さ
な
い
と
い
う
点
が
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
研
究
者
と
い
え
ど
も
研
究
対
象
に
何
ら
の
価
値
判

断
や
好
き
嫌
い
の
感
情
を
持
た
な
い
と
い
う
こ
と
は
あ
り
え
な
い
。
マ
ッ
ク
ス
・
ウ
ェ
ー
バ
ー

の
「
価
値
自
由
」
論
は
価
値
判
断
を
絶
対
に
避
け
る
べ
き
だ
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ

そ
れ
を
明
確
に
自
覚
す
る
べ
き
だ
と
い
う
趣
旨
で
あ
る
。
た
だ
、
研
究
者
の
場
合
、
自
己
の
価

値
観
の
自
覚
を
通
し
て
、
自
分
が
ひ
い
き
す
る
側
へ
の
肩
入
れ
を
自
制
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ

て
偏
頗
な
見
方
に
走
る
の
を
抑
制
す
る
と
い
う
態
度
が
職
業
倫
理
と
し
て
要
請
さ
れ
る
。
こ
れ

に
対
し
、
自
制
ど
こ
ろ
か
、
ひ
い
き
す
る
側
を
大
き
く
持
ち
上
げ
、
嫌
う
側
を
徹
底
し
て
叩
く

と
い
っ
た
書
き
方
は
、
歴
史
研
究
で
は
許
さ
れ
な
い
が
、
小
説
で
な
ら
自
由
で
あ
る
。
好
悪
の

情
を
あ
か
ら
さ
ま
に
し
た
文
章
と
い
う
も
の
は
、
登
場
人
物
に
つ
い
て
語
る
形
を
と
り
な
が
ら
、

む
し
ろ
作
者
自
身
に
つ
い
て
語
る
も
の
で
あ
る
。
惚
れ
込
ん
だ
人
た
ち
に
つ
い
て
語
る
と
き
の

著
者
は
、
彼
ら
と
酒
を
酌
み
交
わ
し
な
が
ら
夜
を
徹
し
て
語
り
合
い
た
い
と
い
っ
た
風
情
で
あ

り
、
嫌
い
な
人
に
筆
が
及
ぶ
と
き
は
、
お
ぞ
ま
し
い
も
の
を
見
て
し
ま
っ
た
と
い
う
嫌
悪
感
で

全
身
が
震
え
る
さ
ま
が
見
え
る
よ
う
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
な
ら
、
本
書
を
歴
史
研
究
書
と
し
て
で
は
な
く
小
説
と
し
て
読
む
と

い
う
私
の
姿
勢
は
、
一
応
正
当
化
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
も
し
本
書
を
歴
史
研
究
と
し
て
読
む
な
ら
、

本
書
の
中
に
は
私
自
身
の
研
究
対
象
た
る
ロ
シ
ア
・
ソ
連
史
と
の
接
点
が
多
々
あ
る
―
―
一
九

二
〇
年
の
バ
ク
ー
に
お
け
る
東
方
諸
民
族
大
会
、
ソ
ヴ
ェ
ト
政
権
初
期
の
中
央
ア
ジ
ア
情
勢
と

り
わ
け
バ
ス
マ
チ
運
動
、
ま
た
オ
ス
マ
ン
帝
国
と
ロ
シ
ア
帝
国
に
ま
た
が
っ
て
居
住
し
て
い
た

ア
ル
メ
ニ
ア
人
を
め
ぐ
る
諸
問
題
等
々
―
―
か
ら
、
そ
れ
ら
の
点
に
つ
い
て
の
検
討
が
欠
か
せ

な
い
。
だ
が
、
本
書
が
小
説
だ
と
し
た
ら
、
そ
う
し
た
こ
と
を
一
々
考
え
る
こ
と
は
必
ず
し
も

山内昌之
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必
要
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
（4

）

。
以
下
で
は
、
小
説
と
し
て
の
本
書
の
特
徴
と
そ
こ

か
ら
私
の
受
け
た
感
慨
に
つ
い
て
、
二
、
三
の
思
い
つ
き
を
記
し
て
み
た
い
。

「
理
想
と
幻
想
は
、
日
本
語
で
は
一
字
違
う
だ
け
で
あ
る
」
と
い
う
一
句
が
あ
る
（
四
六
〇

頁
）
。
こ
の
言
葉
は
、
本
書
全
体
を
象
徴
し
て
い
る
。
主
人
公
エ
ン
ヴ
ェ
ル
は
「
理
想
」
を
追

う
人
だ
っ
た
が
、
実
は
「
幻
想
」
の
世
界
で
さ
ま
よ
っ
て
い
た
だ
け
な
の
か
も
し
れ
な
い
と
い

う
認
識
が
こ
こ
に
は
窺
え
る
。
そ
し
て
、
本
書
を
貫
く
の
は
、
そ
の
よ
う
な
理
想
と
幻
想
の
き

わ
ど
い
境
目
に
生
き
る
人
間
へ
の
共
感
で
あ
る
。
「
あ
と
が
き
」
の
言
葉
で
は
、
「
私
た
ち
と

同
じ
よ
う
に
弱
さ
と
決
意
、
勇
気
と
卑
怯
未
練
を
併
せ
も
つ
人
間
の
性
格
的
矛
盾
」
と
い
う
こ

と
に
な
る
（
六
一
〇
頁
）
。
こ
う
し
た
言
葉
に
み
ら
れ
る
よ
う
に
、
著
者
は
主
人
公
を
単
純
に
美

化
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
そ
の
空
想
性
や
政
治
的
弱
点
な
ど
に
つ
い
て
も
は
っ
き
り
と
認

識
し
て
い
る
が
、
む
し
ろ
欠
陥
だ
ら
け
だ
か
ら
こ
そ
人
間
臭
さ
を
も
っ
た
、
愛
す
べ
き
人
だ
と

い
う
の
が
著
者
の
エ
ン
ヴ
ェ
ル
観
―
―
あ
る
い
は
エ
ン
ヴ
ェ
ル
に
限
ら
ず
、
彼
を
取
り
巻
く
同

志
た
ち
に
対
す
る
ま
な
ざ
し
―
―
だ
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
確
か
に
読
者
に
訴
え
か

け
る
も
の
を
も
つ
人
間
観
で
あ
る
。
欠
点
の
な
い
人
間
な
ど
と
い
う
も
の
は
世
の
中
に
存
在
し

な
い
が
、
欠
点
が
ど
こ
に
あ
る
か
よ
く
つ
か
め
ず
、
そ
の
た
め
に
、
「
あ
ま
り
に
も
高
い
と
こ

ろ
に
い
て
、
自
分
た
ち
と
は
縁
遠
い
」
と
感
じ
さ
せ
る
人
も
い
る
。
あ
る
い
は
、
そ
の
欠
点
が

自
分
に
と
っ
て
は
ど
う
し
て
も
受
け
入
れ
が
た
い
も
の
で
あ
る
た
め
に
、
ひ
た
す
ら
嫌
悪
感
し

か
呼
び
起
こ
さ
な
い
人
も
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
欠
点
自
体
が
共
感
を
誘
う
よ
う
な
人
と
い

う
も
の
は
、
ま
さ
に
小
説
の
主
人
公
と
し
て
好
適
な
素
材
で
あ
り
、
著
者
の
造
形
が
確
か
で
あ

れ
ば
、
読
者
も
著
者
と
と
も
に
主
人
公
に
一
体
感
を
覚
え
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
れ
は
よ
い
の
だ
が
、
こ
の
視
点
は
す
べ
て
の
登
場
人
物
に
同
じ
よ
う
に
適
用
さ
れ
て
い
る

わ
け
で
は
な
い
。
考
え
て
み
れ
ば
共
産
主
義
者
た
ち
も
ま
た
一
種
独
自
の
理
想
と
幻
想
の
き
わ

ど
い
境
目
に
生
き
て
い
た
人
た
ち
だ
と
い
え
る
は
ず
だ
が
、
彼
ら
に
対
し
て
は
こ
の
視
点
は
適

用
さ
れ
ず
、
彼
ら
は
ひ
た
す
ら
「
悪
役
」
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
先
に
、
本
書
の
特
徴
と
し

て
、
登
場
人
物
に
対
す
る
好
悪
の
情
を
隠
さ
な
い
と
い
う
こ
と
を
挙
げ
た
が
、
こ
れ
は
ま
さ
し

く
こ
の
点
に
関
わ
る
。

こ
の
こ
と
は
、
似
た
よ
う
な
要
素
を
も
つ
登
場
人
物
が
、
そ
の
人
の
立
場
に
よ
っ
て
大
き
く

異
な
っ
た
価
値
付
け
を
こ
め
て
描
か
れ
る
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
す
。
た
と
え
ば
、
登
場
人
物

の
言
動
が
首
尾
一
貫
性
を
欠
く
場
合
、
そ
れ
が
エ
ン
ヴ
ェ
ル
や
彼
を
取
り
巻
く
人
た
ち
で
あ
る

な
ら
、
愛
す
べ
き
大
ら
か
さ
と
し
て
描
か
れ
る
が
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
つ
い
て
の
場
合
に
は
、

山内昌之



- 7 -

無
節
操
き
わ
ま
り
な
い
と
い
う
評
価
が
与
え
ら
れ
る
。
同
様
に
、
マ
キ
ア
ヴ
ェ
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク

な
政
治
的
術
策
は
、
主
人
公
た
ち
に
つ
い
て
は
、
政
治
家
と
し
て
当
然
必
要
と
さ
れ
る
資
質
と

し
て
捉
え
ら
れ
る
が
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
つ
い
て
は
彼
ら
の
冷
酷
無
比
の
証
左
と
し
て
扱
わ

れ
る
。
あ
る
地
域
へ
の
政
治
的
進
出
の
願
望
は
、
主
人
公
た
ち
に
つ
い
て
は
雄
大
な
解
放
の
夢

と
さ
れ
る
が
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
つ
い
て
は
、
世
界
制
覇
・
領
土
拡
張
の
邪
悪
な
欲
望
と
さ

れ
る
。

登
場
人
物
の
弁
明
し
が
た
い
汚
点
が
触
れ
ら
れ
て
い
る
個
所
も
あ
る
。
エ
ン
ヴ
ェ
ル
に
お
け

る
ア
ル
メ
ニ
ア
人
大
虐
殺
へ
の
関
与
、
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
に
お
け
る
コ
ー
カ
ン
ド
自
治
政
府
蹂

躙
は
ま
さ
し
く
そ
の
代
表
例
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
汚
点
は
汚
点
と
し
て
認
め
、
そ
れ
を
も
み

消
す
よ
う
な
態
度
を
と
っ
て
い
な
い
点
は
、
一
応
フ
ェ
ア
な
態
度
と
い
え
る
。
だ
が
、
前
者
に

つ
い
て
は
、
長
所
・
欠
点
と
も
に
大
き
な
「
人
間
臭
い
ヒ
ー
ロ
ー
」
の
一
つ
の
負
の
側
面
と
い

う
形
で
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
描
か
れ
る
の
に
対
し
、
後
者
に
つ
い
て
は
、
そ
の
一
事
で
も
っ
て

邪
悪
さ
が
論
議
の
余
地
な
く
示
さ
れ
る
も
の
と
い
う
描
か
れ
方
が
と
ら
れ
て
お
り
、
そ
の
意
味

で
は
公
平
性
な
ど
最
初
か
ら
か
な
ぐ
り
捨
て
た
叙
述
で
あ
る
。
こ
れ
も
も
ち
ろ
ん
、
研
究
で
は

許
さ
れ
な
い
が
小
説
で
は
許
さ
れ
る
筆
法
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
に
、
チ
ュ
ル
ク
・
ム
ス
リ
ム
系
の
登
場
人
物
と
ボ
リ
シ
ェ
ヴ
ィ
キ
と
で
は
、
そ
れ

自
体
と
し
て
共
通
す
る
要
素
が
あ
る
場
合
で
も
、
お
よ
そ
対
蹠
的
な
感
情
を
込
め
た
描
写
が
な

さ
れ
て
い
る
の
が
、
本
書
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
チ
ュ
ル
ク
・
ム
ス
リ
ム
と
い

っ
て
も
様
々
な
人
た
ち
が
お
り
、
な
か
に
は
「
敵
役
」
を
割
り
振
ら
れ
た
登
場
人
物
も
い
る
。

多
く
の
場
合
、
そ
う
し
た
悪
役
で
さ
え
も
、
チ
ュ
ル
ク
・
ム
ス
リ
ム
は
ど
こ
と
な
く
憎
め
な
い

人
間
臭
さ
を
か
か
え
た
人
と
し
て
描
か
れ
る
の
が
常
だ
が
、
唯
一
の
例
外
を
な
す
の
が
、
エ
ン

ヴ
ェ
ル
を
最
後
の
敗
北
に
導
い
た
イ
ブ
ラ
ヒ
ム
・
ベ
ク
と
い
う
人
物
で
、
彼
に
つ
い
て
は
、

「
無
知
蒙
昧
」
「
冷
酷
非
情
」
「
頑
迷
固
陋
」
「
残
虐
無
比
」
「
反
動
こ
の
う
え
も
な
い
狂
信

家
」
「
ロ
シ
ア
人
を
利
す
る
敵
対
行
為
」
と
、
最
大
限
の
悪
罵
が
連
ね
ら
れ
て
い
る
（
四
六
八

‐
四
六
九
、
四
七
五
‐
四
七
六
、
四
八
〇
、
四
八
四
頁
な
ど
）
。
お
そ
ら
く
、
「
許
し
難
い
裏
切
り

者
」
と
い
う
感
情
が
作
用
す
る
の
だ
ろ
う
。

そ
の
他
、
本
書
に
は
、
ソ
ヴ
ェ
ト
・
ロ
シ
ア
お
よ
び
共
産
主
義
に
つ
い
て
、
偏
見
を
あ
か
ら

さ
ま
に
し
た
記
述
が
随
所
に
み
ら
れ
る
。
ソ
連
や
社
会
主
義
に
対
し
て
批
判
的
な
見
地
を
と
る

書
物
は
昔
か
ら
決
し
て
少
な
く
な
か
っ
た
し
、
特
に
ソ
連
解
体
後
は
急
増
し
た
。
私
自
身
も
、

批
判
的
観
点
を
ず
っ
と
保
持
し
て
き
た
。
だ
が
、
そ
れ
に
し
て
も
、
本
書
に
窺
わ
れ
る
著
者
の

山内昌之
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ソ
連
嫌
い
・
共
産
主
義
嫌
い
は
、
冷
静
な
批
判
の
域
を
は
る
か
に
超
え
て
、
感
情
的
・
生
理
的

な
反
撥
・
憎
悪
と
し
か
い
い
よ
う
が
な
い
。
こ
れ
は
何
に
由
来
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
一
番
簡
単

な
説
明
は
、
政
治
的
立
場
と
し
て
の
反
共
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
な
せ
る
わ
ざ
だ
と
い
う
も
の
だ
が
、

こ
れ
は
単
純
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
。
一
九
七
〇
‐
八
〇
年
代
の
山
内
は
、
ソ
連
体
制
に
対
し
て
批

判
的
で
は
あ
っ
た
が
、
こ
の
よ
う
に
激
し
い
嫌
悪
の
情
を
む
き
だ
し
に
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

次
に
思
い
浮
か
ぶ
の
は
、
ソ
連
解
体
直
後
の
一
部
の
知
的
流
行
へ
の
追
随
だ
と
い
う
説
明
で
あ

る
。
お
そ
ら
く
そ
う
し
た
要
素
も
あ
る
だ
ろ
う
。
だ
が
、
も
し
そ
れ
だ
け
な
ら
、
あ
ま
り
に
も

陳
腐
な
話
に
な
っ
て
し
ま
い
、
私
が
「
意
外
な
面
白
さ
」
を
感
じ
る
こ
と
も
な
か
っ
た
ろ
う
。

忖
度
す
る
に
、
著
者
の
共
産
主
義
者
嫌
い
は
、
理
論
的
と
い
う
よ
り
も
む
し
ろ
体
質
的
な
い

し
生
理
的
な
も
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
政
治
に
関
わ
る
人
た
ち
の
中
に
は
、
組
織

性
と
理
論
性
を
重
視
す
る
タ
イ
プ
の
人
と
、
そ
れ
ら
に
と
ら
わ
れ
な
い
「
野
人
」
型
の
人
と
が

い
る
。
信
念
を
持
っ
た
共
産
主
義
者
の
多
く
が
前
者
で
あ
る
の
に
対
し
、
著
者
が
偏
愛
す
る
の

は
後
者
で
あ
る
。
私
自
身
は
、
か
つ
て
前
者
と
関
わ
っ
た
経
験
か
ら
、
そ
の
恐
ろ
し
さ
や
醜
さ

も
よ
く
承
知
し
て
い
る
つ
も
り
だ
が
、
自
分
自
身
の
体
質
と
し
て
理
論
癖
が
あ
る
た
め
に
、
彼

ら
の
こ
と
を
、
よ
か
れ
悪
し
か
れ
「
異
質
な
他
人
」
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
欠
陥
を

含
め
て
、
「
他
人
事
で
は
な
い
」
と
感
じ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
山
内
は
、
そ
う

し
た
タ
イ
プ
の
人
間
に
つ
い
て
は
体
質
的
に
受
け
付
け
な
い
よ
う
で
あ
る
（5

）

。

本
書
を
読
ん
で
い
て
し
ば
し
ば
思
い
出
し
た
の
は
、
戦
前
日
本
の
「
大
陸
浪
人
」
や
「
壮

士
」
の
世
界
の
こ
と
で
あ
る
。
本
書
の
中
で
、
対
象
と
直
接
的
な
関
わ
り
の
な
い
日
本
人
―
―

イ
ス
ラ
ー
ム
研
究
に
造
詣
の
深
か
っ
た
大
川
周
明
は
別
格
と
し
て
も
、
石
原
莞
爾
、
橋
本
欣
五

郎
、
東
条
英
機
、
徳
富
蘆
花
、
山
県
有
朋
等
々
―
―
へ
の
言
及
が
多
い
の
も
、
そ
れ
と
関
係
す

る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
気
が
す
る
。
吉
村
貴
之
の
書
評
（
前
注
４
）
は
、
こ
れ
を
歴
史
研
究

に
と
っ
て
の
夾
雑
物
と
見
て
い
る
が
、
歴
史
研
究
で
は
な
く
歴
史
小
説
だ
と
考
え
れ
ば
、
か
け

離
れ
て
い
て
も
共
通
性
の
あ
る
人
物
へ
の
言
及
は
む
し
ろ
自
然
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

著
者
が
次
の
作
品
で
日
本
の
大
陸
浪
人
を
主
題
と
し
て
描
い
て
も
、
私
は
驚
か
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
と
関
連
す
る
が
、
本
書
で
描
か
れ
て
い
る
の
は
、
徹
底
し
た
「
男
」
―
―
マ
ッ
チ
ョ
的

な
と
い
う
意
味
に
お
い
て
―
―
の
世
界
で
あ
る
。
大
多
数
の
登
場
人
物
が
男
性
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
「
男
ら
し
い
」
と
い
う
言
葉
が
無
条
件
に
ほ
め
言
葉
で
あ
る
よ
う
な
世
界
で
あ
る
。

女
性
と
し
て
は
エ
ン
ヴ
ェ
ル
の
妻
へ
の
言
及
が
各
所
に
あ
る
が
、
そ
れ
は
彼
女
自
身
が
主
体
と

し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
た
り
、
行
動
し
た
か
で
は
な
く
、
エ
ン
ヴ
ェ
ル
が
い
か
に
愛
妻
家
で
あ

山内昌之



（1

）
長
谷
川
毅
に
よ
る
書
評
（
『
文
化
会
議
』
第
六
号
、
一
九
九
一
年
）
、
お
よ
び
木
村
崇
に
よ
る
書
評

（
『
む
う
ざ
』
第
一
二
号
、
一
九
九
三
年
）
。
ま
た
、
木
村
崇
「
ロ
シ
ア
の
カ
フ
カ
ー
ズ
支
配
と
レ
ー
ル
モ

ン
ト
フ
」
『
ユ
ー
ラ
シ
ア
研
究
』
第
三
号
（
一
九
九
四
年
）
も
参
照
。

（2

）
か
つ
て
檜
山
良
昭
『
ス
タ
ー
リ
ン
暗
殺
計
画
』
と
い
う
本
が
出
た
こ
と
が
あ
り
、
事
情
に
通
じ
な

い
読
者
が
不
用
意
に
読
む
と
、
歴
史
研
究
―
―
あ
る
い
は
そ
れ
に
立
脚
し
た
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
―
―
の

本
だ
と
読
め
る
と
こ
ろ
が
あ
る
が
、
実
際
に
は
純
然
た
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
だ
っ
た
。
歴
史
に
素
材
を
と
っ

た
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
を
書
く
の
は
、
も
ち
ろ
ん
作
者
の
自
由
だ
が
、
ノ
ン
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
い
か
と
い

う
誤
解
を
誘
発
す
る
よ
う
な
ス
タ
イ
ル
は
、
読
者
を
混
乱
さ
せ
る
も
の
だ
ろ
う
。

（3

）
Ｅ
・
Ｈ
・
カ
ー
は
、
歴
史
家
は
歴
史
上
の
人
物
の
個
人
と
し
て
の
道
徳
的
評
価
に
は
関
心
を
も
た

ず
、
ま
た
特
殊
性
に
こ
だ
わ
る
よ
り
も
一
般
化
可
能
性
を
重
視
す
る
の
だ
と
し
て
い
る
。
私
は
カ
ー
の
歴

史
観
を
全
面
的
に
受
容
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
カ
ー
の
考
え
が
歴
史
に
つ
い
て
の
唯
一
の
権
威
だ
と
い

う
つ
も
り
も
な
い
が
、
と
も
か
く
本
書
の
主
た
る
関
心
の
方
向
が
カ
ー
の
い
う
歴
史
と
は
明
確
な
対
照
を

な
し
て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
カ
ー
『
歴
史
と
は
何
か
』
に
関
す
る
小
論
を
参
照
。
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り
、
ど
の
よ
う
な
贈
り
物
を
し
た
か
と
い
う
よ
う
な
文
脈
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
女
性
は
ひ
た
す

ら
男
が
愛
玩
し
、
庇
護
す
る
対
象
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
感
性
は
私
自
身
の
感
性
と
は
程
遠
い
。
し
か
し
、
遠
い
か
ら
理
解
で
き
な
い
と

決
ま
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。
む
し
ろ
、
自
分
に
と
っ
て
の
「
異
文
化
」
に
属
す
る
人
の
感

覚
を
ヴ
ィ
ヴ
ィ
ッ
ド
に
描
き
出
す
こ
と
で
、
成
る
程
、
世
の
中
に
は
こ
う
い
う
人
た
ち
も
い
る

の
か
と
感
じ
さ
せ
て
く
れ
る
作
品
も
あ
る
。
私
に
と
っ
て
、
エ
ン
ヴ
ェ
ル
も
著
者
も
と
も
に

「
異
文
化
」
で
あ
り
、
ほ
と
ん
ど
「
異
星
人
」
と
い
い
た
い
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
よ
う
な
人
た
ち

の
感
性
を
理
解
さ
せ
て
く
れ
た
と
い
う
意
味
で
、
本
書
を
読
む
の
は
「
意
外
に
面
白
い
」
経
験

だ
っ
た
。

（
二
〇
〇
一
年
一
月
）

＊
山
内
昌
之
『
納
得
し
な
か
っ
た
男
―
―
エ
ン
ヴ
ェ
ル
・
パ
シ
ャ
、
中
東
か
ら
中
央
ア
ジ
ア
へ
』
岩
波

書
店
、
一
九
九
九
年

山内昌之
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（4
）
本
書
を
歴
史
研
究
書
と
受
け
と
め
て
、
丁
寧
に
検
討
し
た
本
格
的
書
評
と
し
て
、
吉
村
貴
之
の
も

の
（
『
イ
ス
ラ
ム
世
界
』
第
五
四
号
、
二
〇
〇
〇
年
）
が
あ
る
。

（5

）
山
内
も
若
い
時
期
に
左
翼
的
政
治
運
動
に
関
与
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
組
織
と
理
論

を
重
視
す
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
共
産
主
義
運
動
と
は
大
い
に
タ
イ
プ
を
異
に
す
る
潮
流
だ
っ
た
。
荒
岱

介
『
破
天
荒
伝
―
―
あ
る
叛
乱
世
代
の
遍
歴
』
太
田
出
版
、
二
〇
〇
一
年
、
九
二
‐
九
三
、
一
一
九
‐
一

二
一
頁
な
ど
参
照
。

山内昌之


