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書 

評

三
浦
俊
介
氏
の
方
法
は
、
あ
る
こ
と
が
ら
に
目

を
着
け
な
が
ら
、
そ
こ
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
方
向
へ

と
射
程
を
伸
ば
し
、
周
縁
を
巡
り
な
が
ら
話
題
を

広
げ
て
ゆ
く
な
か
で
、
主
題
に
目
星
を
付
け
て
ゆ

く
と
い
う
方
法
を
と
ろ
う
と
す
る
。
お
そ
ら
く
そ

れ
は
、
著
者
の
該
博
な
知
識
の
な
せ
る
技
だ
と
思

う
の
だ
が
、
そ
の
広
が
り
が
、
あ
る
場
合
に
は
ど

こ
に
連
れ
て
行
か
れ
る
の
か
わ
か
ら
な
く
な
り
、

著
者
の
主
張
を
見
え
に
く
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に

も
な
る
。
む
ろ
ん
、
そ
れ
は
こ
ち
ら
の
知
識
不
足

に
よ
っ
て
著
者
に
付
い
て
い
け
な
い
だ
け
の
こ
と

で
あ
り
、
本
書
が
述
べ
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が

ら
に
抜
か
り
は
な
い
。
た
だ
、
貴
船
神
社
と
貴
船

に
か
か
わ
る
神
話
や
物
語
を
対
象
に
し
て
一
書
を

編
む
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
、
第
Ⅱ
部
に
置
か
れ

る
べ
き
論
考
に
関
し
て
は
、
今
一
段
の
工
夫
が
あ

る
と
よ
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
そ
れ
は
お
そ
ら

く
「
序
説
」
と
い
う
語
が
外
さ
れ
た
次
の
著
作
に

期
待
す
べ
き
こ
と
か
も
し
れ
な
い
の
だ
が
。
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重
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と
動
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の
フ
ォ
ー
ク
ロ
ア
』

伊 

藤　

龍 

平　

重
信
幸
彦
と
い
う
名
前
が
世
に
出
た
の
は
、
最

初
は
ジ
ャ
ン
・
ハ
ロ
ル
ド
・
ブ
ル
ン
ヴ
ァ
ン
『
消

え
る
ヒ
ッ
チ
ハ
イ
カ
ー
』（
一
九
八
八
年
、
新
宿
書

房
）
の
訳
者
の
一
人
と
し
て
、
次
に
論
文
「「
世
間

話
」
再
考
│
│
方
法
と
し
て
の
「
世
間
話
」
へ
」

（『
日
本
民
俗
学
』
一
八
〇
号
、
一
九
八
九
年
）
の

著
者
と
し
て
、
で
あ
る
。
柳
田
國
男
が
没
し
て
四

半
世
紀
、
従
来
の
研
究
メ
ソ
ッ
ド
が
通
用
し
な
く

な
り
つ
つ
あ
り
、
新
し
い
民
俗
学
の
方
向
性
が
模

索
さ
れ
て
い
た
こ
ろ
、
少
壮
の
重
信
は
、
世
間
話

研
究
の
旗
手
と
し
て
世
に
現
れ
た
。
私
が
重
信
の

名
を
知
っ
た
の
は
大
学
進
学
後
の
一
九
九
二
年
だ

が
、
そ
の
時
代
の
「
空
気
」
は
充
分
に
感
じ
ら
れ

た
。
こ
の
「
空
気
」
と
い
う
語
こ
そ
が
、
本
書
の

テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。

ハ
ナ
シ
の
場
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
特
有
の
「
空

気
」
が
あ
る
。
笑
話
に
は
笑
話
の
、
怪
談
に
は
怪

談
の
、
哀
話
に
は
哀
話
に
特
有
の
「
空
気
」
が
あ

り
、
話
し
手
も
聞
き
手
も
そ
の
「
空
気
」
に
よ
っ

て
話
す
／
聞
く
モ
ー
ド
を
決
定
づ
け
ら
れ
る
。
上

手
な
話
し
手
は
、
巧
み
に
そ
の
場
の
「
空
気
」
を

つ
か
み
、
さ
ら
に
は
「
空
気
」
を
作
る
。
聞
き
手

も
、
場
の
「
空
気
」
を
読
み
、
敏
感
に
「
空
気
」

に
反
応
す
る
。
そ
の
「
空
気
」
は
時
代
に
よ
っ
て

作
ら
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
時
代
の
「
空
気
」
は
日

常
に
存
在
す
る
も
の
だ
が
、「
空
気
」
の
譬
え
ど
お

り
に
、
平
素
は
さ
ほ
ど
意
識
さ
れ
な
い
。
そ
れ
が

強
く
意
識
さ
れ
る
の
は
非
常
時
に
お
い
て
だ
。
本

書
の
テ
ー
マ
で
あ
る
銃
後
美
談
も
、
総
力
戦
と
い

う
非
常
時
の
「
空
気
」
の
中
で
生
ま
れ
た
。

先
述
し
た
よ
う
に
、
重
信
の
研
究
歴
は
、
世
間

話
へ
の
眼
差
し
か
ら
始
ま
っ
た
。
一
口
に
世
間
話

の
研
究
と
い
っ
て
も
、「
世
間
」
の
研
究
に
傾
く
人

と
「
話
」
の
研
究
に
傾
く
人
が
い
る
。
一
長
一
短
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が
あ
る
と
思
う
が
、
重
信
は
間
違
い
な
く
前
者
だ
っ

た
。『
タ
ク
シ
ー　

モ
ダ
ン
東
京
民
俗
誌
』（
一
九

九
九
年
、
日
本
エ
デ
ィ
タ
ー
ス
ク
ー
ル
出
版
部
）、

『〈
お
話
〉
と
家
庭
の
近
代
』（
二
〇
〇
三
年
、
久
山

社
）、
そ
し
て
本
書
に
い
た
る
ま
で
、
重
信
は
、
話

を
成
り
立
た
せ
て
い
る
「
世
間
」
に
つ
い
て
考
え

続
け
て
い
た
よ
う
に
思
う
。
こ
の
場
合
の
「
世
間
」

は
「
空
気
」
に
よ
っ
て
育
ま
れ
る
も
の
だ
。

本
書
に
は
、
い
わ
ゆ
る
口
承
資
料
は
挙
げ
ら
れ

て
い
な
い
が
、
論
の
根
底
に
あ
る
の
は
、
世
間
話

研
究
で
培
わ
れ
た
見
識
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は

「
あ
と
が
き
」
で
提
示
さ
れ
た
民
俗
学
の
定
義

│
│
「「
聞
き
書
き
」
と
い
う
実
践
を
基
本
と
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、
広
い
意
味
で
の
「
お
話
」
と

向
き
合
う
学
問
」
に
明
ら
か
だ
。
本
稿
で
は
以
上

の
点
を
踏
ま
え
つ
つ
、『
口
承
文
芸
研
究
』
と
い
う

雑
誌
に
引
き
つ
け
て
同
書
を
評
し
て
み
た
い
。「　

」

内
の
言
は
、
本
書
か
ら
の
引
用
。

序
章
「
美
談
の
読
み
方
│
│
か
ら
み
つ
く
つ
な

が
り
と
銃
後
」
に
お
い
て
、
重
信
は
「
美
談
」
を

「
近
代
的
歴
史
学
が
管
理
し
て
き
た
「
歴
史
」
と
は

別
次
元
の
歴
史
語
り
の
実
践
の
な
か
で
、
受
け
手

が
一
つ
の
規
範
と
し
て
受
け
取
る
こ
と
を
前
提
に

過
去
の
事
績
を
語
る
際
に
使
わ
れ
た
歴
史
を
指
示

す
る
概
念
」
と
定
義
づ
け
て
い
る
。
近
代
以
降
の

出
版
物
が
想
定
さ
れ
て
い
る
が
、
普
遍
性
を
有
し

た
定
義
で
あ
る
。
そ
の
う
え
で
、「
こ
と
さ
ら
に
美

談
の
裏
側
や
そ
の
陰
に
隠
蔽
さ
れ
た
事
実
を
暴
く

の
で
は
な
く
、
美
談
が
語
っ
て
い
る
こ
と
そ
の
も

の
を
読
み
取
る
こ
と
で
」
現
れ
た
「
総
力
戦
の
制

度
の
矛
盾
や
、
銃
後
の
暮
ら
し
の
な
か
の
人
々
の

関
係
性
の
あ
り
方
」
を
読
む
態
度
が
選
び
取
ら
れ

た
。
こ
こ
で
、
歴
史
家
カ
ル
ロ
・
ギ
ン
ズ
ブ
ル
グ

の
「
歴
史
を
逆
な
で
に
読
む
」
手
法
が
用
い
ら
れ

て
い
る
。
こ
の
手
つ
き
は
「
美
談
」
と
い
う
ナ

イ
ー
ブ
な
言
説
と
向
き
合
う
の
に
効
果
的
で
、
本

書
を
通
じ
て
一
貫
し
て
い
る
。

本
章
は
、
二
部
構
成
を
取
っ
て
い
る
。
第
1
部

は
総
論
で
、
第
1
章
「
銃
後
美
談
集
を
編
む
」、
第

2
章
「
銃
後
美
談
と
活
字
メ
デ
ィ
ア
」、
第
3
章

「
増
殖
す
る
銃
後
美
談
」
の
三
章
を
載
せ
、「
銃
後

の
地
域
の
つ
な
が
り
の
実
践
を
め
ぐ
る
美
談
」
が

論
じ
ら
れ
て
い
る
。
第
２
部
は
各
論
で
、
第
4
章

「
応
召
す
る
男
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
」、
第
5
章
「
納

豆
を
売
る
子
ど
も
た
ち
」、
第
6
章
「
妻
そ
し
て
母

た
ち
の
銃
後
」、
第
7
章
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
少
女

た
ち
の
銃
後
」、
第
8
章
「
も
う
一
つ
の
銃
後
」
を

載
せ
、「
地
域
の
つ
な
が
り
の
な
か
の
善
意
や
使
命

感
が
特
定
の
応
召
者
や
家
族
を
縛
っ
て
い
く
具
体

例
」
が
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
各
章
は
緊
密
に
連
携

し
て
い
て
、
重
層
的
な
読
み
を
促
し
て
い
る
。

第
１
部
の
冒
頭
を
飾
る
第
1
章
「
銃
後
美
談
集

を
編
む
」
で
は
、「
総
力
戦
の
仕
組
み
が
具
体
的
に

整
え
ら
れ
」、「
銃
後
の
制
度
」
も
整
え
ら
れ
て
い

た
日
中
戦
争
期
に
お
い
て
、
数
多
の
銃
後
美
談
集

が
、
一
過
性
の
「
国
民
の
高
揚
」
を
持
続
さ
せ
る

た
め
の
「
仕
掛
け
」
と
し
て
編
ま
れ
た
こ
と
が
述

べ
ら
れ
る
。
そ
の
際
、
当
局
が
、
銃
後
美
談
に
は

「
動
員
の
制
度
が
は
ら
む
不
都
合
な
現
実
を
露
呈

さ
せ
て
し
ま
う
危
険
性
が
あ
る
こ
と
を
、
よ
く
認

識
し
て
い
た
」
と
い
う
指
摘
は
、
美
談
の
本
質
を

考
え
る
う
え
で
重
要
で
あ
る
。
美
談
の
主
人
公
の

英
雄
的
行
為
は
「
そ
れ
を
不
可
避
に
し
、
人
を
苦

境
に
追
い
込
ん
で
い
く
何
ら
か
の
要
因
」
と
セ
ッ

ト
で
語
ら
な
け
れ
ば
成
立
し
な
い
も
の
だ
か
ら

だ
。
例
と
し
て
、
本
章
で
は
「
相
互
扶
助
を
断
る
」

美
談
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
戦
後
と
い
う
「
空
気
」

の
中
で
生
き
る
わ
れ
わ
れ
は
、
と
も
す
れ
ば
、
美

談
を
当
時
の
為
政
者
の
ご
都
合
主
義
で
創
ら
れ
た

も
の
と
思
い
が
ち
な
の
で
、
こ
の
点
に
は
留
意
し

て
お
き
た
い
。

続
く
第
2
章
「
銃
後
美
談
と
活
字
メ
デ
ィ
ア
」
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で
は
、
絵
本
や
新
聞
な
ど
の
各
種
活
字
メ
デ
ィ
ア

に
載
っ
た
美
談
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
武

勇
」
の
描
か
れ
方
を
六
つ
に
分
類
し
て
考
察
し
て

い
る
の
は
、
モ
チ
ー
フ
論
を
援
用
し
た
も
の
で
、

重
信
の
説
話
研
究
者
と
し
て
の
出
自
を
思
わ
せ

る
。
と
く
に
「
戦
闘
す
る
身
体
の
語
り
方
」、「
過

去
の
武
勇
の
美
談
の
再
話
・
言
及
」
に
つ
い
て
論

じ
た
個
所
は
、
軍
記
物
な
ど
に
お
け
る
類
型
表
現

の
研
究
の
蓄
積
と
重
な
り
合
う
。
ま
た
、
献
金
・

献
納
美
談
の
主
人
公
が
「
朝
鮮
人
、
子
ど
も
、
老

人
な
ど
社
会
的
に
み
て
周
縁
に
位
置
す
る
人
々

や
、
囚
人
と
い
う
隔
離
さ
れ
て
い
る
人
々
、
さ
ら

に
は
、
在
留
中
国
人
と
い
う
「
敵
国
」
の
人
た
ち
」

で
あ
る
と
い
う
指
摘
は
、
美
談
の
文
法
に
つ
い
て

考
え
る
う
え
で
示
唆
的
で
あ
る
。
構
造
的
に
、
美

談
は
弱
者
・
他
者
を
創
り
出
す
の
だ
。
美
談
の
聞

き
手
・
読
み
手
と
弱
者
・
他
者
の
距
離
に
つ
い
て

は
、
今
後
、
重
要
な
研
究
テ
ー
マ
と
な
る
だ
ろ
う
。

そ
し
て
第
3
章
「
増
殖
す
る
銃
後
美
談
」
で
は
、

当
時
の
モ
ダ
ニ
ズ
ム
文
化
の
中
に
広
く
浸
透
し
て

い
っ
た
美
談
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。「
総
動

員
制
度
を
推
進
す
る
た
め
」
で
は
な
く
、「
気
軽
な

読
み
物
と
し
て
消
費
さ
れ
、
場
合
に
よ
っ
て
は
読

み
捨
て
に
さ
れ
る
」
美
談
群
で
あ
る
。
美
談
の
主

人
公
の
多
く
は
実
在
す
る
人
物
で
、
当
然
の
こ
と

な
が
ら
、
本
人
や
そ
の
家
族
た
ち
の
生
活
に
影
響

を
及
ぼ
す
。
こ
こ
で
例
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
る

の
は
、
山
内
中
尉
の
母
ヤ
ス
で
あ
る
。
ヤ
ス
の
手

紙
の
文
面
か
ら
窺
え
る
の
は
、「
メ
デ
ィ
ア
に
よ
っ

て
自
分
の
実
像
を
超
え
た
イ
メ
ー
ジ
が
作
ら
れ
、

さ
ら
に
そ
の
イ
メ
ー
ジ
を
社
会
が
賛
美
し
自
分
に

好
意
を
寄
せ
た
」
た
め
に
、「
そ
れ
に
応
え
る
言
動

を
と
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
」
女
性
の
姿
で
あ

る
。
善
意
の
暴
力
性
。
こ
の
よ
う
に
し
て
「
軍
国

の
母
」
は
生
ま
れ
て
い
っ
た
。
重
信
は
、
ヤ
ス
の

手
紙
の
背
後
に
、
ご
近
所
と
の
人
間
関
係
を
読
み

取
っ
て
い
る
。

こ
こ
か
ら
第
2
部
に
入
る
。
第
4
章
「
応
召
す

る
男
た
ち
を
め
ぐ
っ
て
」
で
は
、「
応
召
美
談
」、

「
出
征
美
談
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
送
る

者
と
送
ら
れ
る
者
、
そ
こ
に
も
世
間
の
目
は
あ
っ

た
。
ま
た
、
応
召
が
作
り
出
す
、
戦
時
下
の
男
性

性
に
つ
い
て
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
。
美
談
と
ジ
ェ

ン
ダ
ー
の
問
題
に
気
づ
か
せ
て
く
れ
る
章
で
あ

る
。
美
談
の
内
容
が
酷
似
し
て
い
る
点
に
つ
い
て

は
「
国
家
が
個
人
を
対
象
化
す
る
と
い
う
制
度
の

共
通
性
の
た
め
に
、
こ
う
し
た
同
一
の
「
話
型
」

と
も
い
え
る
よ
う
な
美
談
が
生
み
出
さ
れ
る
こ
と

に
な
っ
た
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、「
話
型
」
と

い
う
概
念
が
有
効
な
の
は
こ
の
よ
う
な
場
合
で
あ

る
。「
話
型
」
を0

考
え
る
の
で
は
な
く
「
話
型
」
で0

考
え
る
。
こ
の
態
度
は
第
8
章
で
よ
り
効
果
的
に

示
さ
れ
て
い
る
。
個
々
の
挿
話
が
「
話
型
」
と
し

て
認
識
さ
れ
た
と
き
、
個
性
あ
る
顔
を
持
っ
て
い

た
主
人
公
は
、
無
個
性
の
人
形
に
な
る
。
わ
れ
わ

れ
が
美
談
に
不
気
味
さ
を
感
じ
る
の
は
、
こ
う
い

う
と
き
だ
ろ
う
。

銃
後
美
談
を
多
面
的
に
捉
え
よ
う
と
す
る
本
書

で
は
、
美
談
と
向
き
合
っ
た
読
者
た
ち
の
多
様
性

に
も
言
及
し
て
い
る
。
第
5
章
「
納
豆
を
売
る
子

ど
も
た
ち
」
で
は
、
戦
時
下
の
子
ど
も
が
作
る

「
空
気
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。
銃
後
美
談

に
ふ
れ
た
子
ど
も
た
ち
は
「
自
ら
を
主
人
公
に
し

て
物
語
の
な
か
の
感
動
を
再
生
産
し
よ
う
と
い
う

模
倣
の
欲
望
」
を
持
つ
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
は
、

大
人
た
ち
に
と
っ
て
迷
惑
だ
っ
た
場
合
も
あ
る

が
、「
銃
後
の
後
援
と
い
う
大
義
名
分
を
背
負
っ
て

い
る
の
だ
と
い
う
自
意
識
を
も
っ
た
子
ど
も
た
ち

の
善
意
」
は
、
戦
時
下
特
有
の
「
空
気
」
を
作
り

出
す
。
大
人
た
ち
の
提
供
し
た
美
談
に
よ
っ
て
作

ら
れ
た
子
ど
も
た
ち
の
言
行
は
、
一
方
で
、
大
人

た
ち
の
言
行
を
規
制
す
る
も
の
で
も
あ
っ
た
。「
美
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談
は
子
ど
も
た
ち
の
間
に
「
感
染
」
し
増
殖
す
る
」

と
い
う
箇
所
を
読
む
と
、
子
ど
も
文
化
の
中
で
の

噂
の
研
究
（
例
え
ば
、「
口
裂
け
女
」
な
ど
）
と
、

美
談
研
究
の
意
外
な
接
点
も
見
え
て
く
る
。

子
ど
も
と
な
ら
ん
で
、
銃
後
美
談
で
重
要
な
役

回
り
を
演
ず
る
女
性
に
つ
い
て
は
、
第
6
章
「
妻

そ
し
て
母
た
ち
の
銃
後
」
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
妻
」「
母
」
は
銃
後
美
談
の
「
象
徴
」
だ
っ
た
。

こ
れ
と
対
に
な
る
の
は
、
戦
地
に
赴
く
「
夫
」「
息

子
」
で
あ
る
。
美
談
研
究
の
本
丸
と
い
う
べ
き
問

題
だ
け
あ
っ
て
、
記
述
は
詳
細
を
極
め
、
本
書
中

の
白
眉
と
い
う
べ
き
章
で
あ
る
。
重
信
は
「「
家

庭
」
と
い
う
近
代
家
族
の
理
念
」
が
構
築
さ
れ
て

い
く
過
程
で
、「
良
妻
賢
母
」
と
い
う
概
念
が
生
ま

れ
た
こ
と
を
、
前
近
代
の
事
例
と
比
較
し
な
が
ら

説
い
て
い
る
。
そ
の
過
程
の
中
に
、
銃
後
美
談
は

あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
重
信
の
『〈
お

話
〉
と
家
庭
の
近
代
』（
前
記
）
を
併
せ
て
読
む

と
、
理
解
が
深
ま
る
だ
ろ
う
。
近
代
に
生
成
し
た

「
家
庭
」
が
日
本
の
伝
統
だ
と
い
う
錯
覚
は
、
今
日

に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
。「
銃
後
」
な
き
あ
と

も
、
銃
後
美
談
の
メ
ン
タ
リ
テ
ィ
ー
の
一
部
は
生

き
続
け
て
い
る
。

第
7
章
「
モ
ダ
ン
ガ
ー
ル
と
少
女
た
ち
の
銃
後
」

で
は
、戦
時
下
の
女
性
の
う
ち
、「
妻
」
で
も
「
母
」

で
も
な
い
二
つ
の
極
、「「
街
頭
」
の
女
性
た
ち
」

と
「
少
女
」
に
つ
い
て
、
先
行
研
究
（
今
田
絵
里

子
、
若
桑
み
ど
り
等
）
に
拠
り
な
が
ら
、
論
じ
ら

れ
て
い
る
。
前
者
は
カ
フ
ェ
な
ど
「
モ
ダ
ン
な
盛

り
場
で
働
く
女
性
た
ち
」
の
こ
と
で
、
近
代
の
都

市
文
化
の
中
で
生
ま
れ
た
。
後
者
は
「
女
性
と
し

て
の
中
間
的
か
つ
過
渡
的
な
状
況
」
の
こ
と
で
、

や
は
り
近
代
に
な
っ
て
、
立
身
出
世
の
担
い
手
と

な
る
べ
き
「
少
年
」
が
発
見
さ
れ
て
い
く
の
と
同

時
に
発
見
さ
れ
た
存
在
で
あ
る
。
重
信
は
、
戦
地

の
兵
士
た
ち
に
手
紙
を
書
く
少
女
た
ち
を
「
チ
ア

リ
ー
ダ
ー
」
と
い
う
語
で
捉
え
、
こ
こ
に
柳
田
の

言
う
「
妹
の
力
」
を
見
出
し
て
い
る
。「
少
女
」
は

い
ず
れ
軍
国
の
「
妻
」、「
母
」
に
転
ず
る
存
在
で

あ
り
、
銃
後
美
談
に
お
け
る
ジ
ェ
ン
ダ
ー
の
み
な

ら
ず
、
人
生
の
ス
テ
ー
ジ
に
お
け
る
（
話
の
中
で

の
）
役
割
の
変
化
を
示
唆
し
て
い
て
興
味
深
い
。

第
8
章
「
も
う
一
つ
の
銃
後
」
は
、
本
書
の
掉

尾
を
飾
る
に
ふ
さ
わ
し
い
好
論
で
、
説
話
研
究
者

な
ら
で
は
の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
見
ら
れ
る
。
出
征
美

談
に
対
置
さ
れ
る
、
出
征
家
族
の
犯
罪
。
勇
ま
し

く
出
征
す
る
兵
士
の
美
談
が
あ
る
一
方
、
残
さ
れ

た
家
族
が
困
窮
の
あ
ま
り
に
犯
罪
に
走
る
こ
と
も

少
な
か
ら
ず
あ
っ
た
。
重
信
の
語
を
借
り
れ
ば
、

「
犯
罪
の
話
に
な
る
か
美
談
に
な
る
か
の
違
い
は
、

ほ
ん
の
紙
一
重
」
で
あ
り
、「
説
話
論
の
観
点
か

ら
言
え
ば
、
第
4
章
の
美
談
と
こ
れ
ら
の
犯
罪
譚

は
、
結
末
が
異
な
っ
た
だ
け
の
類
話
と
い
っ
て
も

い
い
だ
ろ
う
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
説
話
を0

研

究
す
る
の
で
は
な
く
、説
話
で0

研
究
す
る
姿
勢
で
、

説
話
研
究
の
可
能
性
を
示
唆
し
て
い
る
と
い
え
よ

う
。
銃
後
の
美
談
も
犯
罪
譚
も
、
背
景
に
あ
る
の

は
地
域
の
人
間
関
係
が
生
み
出
す
「
空
気
」
だ
っ

た
。
そ
し
て
、
美
談
に
も
犯
罪
譚
に
も
な
ら
な

か
っ
た
（
す
な
わ
ち
、
ハ
ナ
シ
に
な
る
以
前
の
）

人
々
の
苦
し
い
日
常
が
あ
っ
た
こ
と
を
忘
れ
て
は

な
る
ま
い
。

そ
し
て
終
章
「
動
員
と
「
弱
さ
」
を
め
ぐ
っ
て
」

で
は
、
銃
後
美
談
か
ら
見
え
て
く
る
「
動
員
の
状

況
で
は
た
ら
く
力
」
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

「
は
し
が
き
」
で
も
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
が
、「
動
員
」

は
現
代
で
い
う
「
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」
に
近
く
、
自

発
性
の
強
い
も
の
だ
っ
た
と
い
う
。
そ
れ
は
日
常

生
活
の
中
で
「
善
意
」
と
い
う
形
で
現
れ
、
人
々

に
絡
み
つ
い
て
い
く
。
重
信
は
、
銃
後
美
談
の
基

本
モ
チ
ー
フ
を
、
動
員
と
い
う
状
況
の
中
で
、
何

ら
か
の
「
弱
さ
」
を
抱
え
た
人
た
ち
が
、
そ
れ
を
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克
服
し
よ
う
と
す
る
こ
と
だ
と
し
て
い
る
。
そ
の

「
弱
さ
」
は
暴
力
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
と
く
に
子

ど
も
に
つ
い
て
は
「
無
敵
の
弱
さ
」
と
表
現
さ
れ

て
い
る
。
ハ
ナ
シ
で
あ
る
以
上
、
銃
後
美
談
に
描

か
れ
る
人
物
は
必
然
的
に
類
型
性
を
帯
び
て
い
る

が
、
こ
こ
で
も
、
垣
間
見
ら
れ
る
個
々
の
人
生
の

有
り
よ
う
に
目
が
向
け
ら
れ
る
。「
高
度
成
長
と
い

う
「
動
員
」
の
時
代
」
の
例
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
、
こ
れ
は
現
在
的
な
問
題
で
あ
っ
た
。

本
書
で
提
示
さ
れ
て
い
る
の
が
今
日
的
な
問
題

で
あ
る
こ
と
は
、
読
者
の
誰
も
が
感
ず
る
と
こ
ろ

で
あ
ろ
う
。
戦
争
か
ら
遠
ざ
か
っ
て
い
る
現
代
日

本
で
も
、
有
事
に
お
い
て
美
談
が
生
ま
れ
る
こ
と

は
、「
は
し
が
き
」
で
ふ
れ
ら
れ
て
い
る
東
日
本
大

震
災
の
際
の
「
動
員
」
の
様
子
か
ら
明
ら
か
だ
。

あ
の
震
災
に
限
ら
ず
、
災
害
時
に
形
成
さ
れ
る
美

談
は
、
理
想
的
な
被
災
者
の
ふ
る
ま
い
を
要
求
し
、

さ
ら
に
は
、
そ
の
言
説
に
対
す
る
受
け
手
の
ふ
る

ま
い
を
規
定
す
る
。
今
日
で
も
、
美
談
は
人
々
の

心
の
動
き
を
束
縛
す
る
。

思
え
ば
、「
動
員
」
の
状
況
は
あ
ら
ゆ
る
国
に

あ
っ
た
だ
ろ
う
し
（
今
で
も
あ
る
だ
ろ
う
し
）、
そ

こ
に
は
数
多
の
「
銃
後
」
が
あ
り
、
数
多
の
「
美

談
」
が
生
ま
れ
て
き
た
（
生
ま
れ
て
い
る
）
だ
ろ

う
。
さ
ま
ざ
ま
な
国
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
民
族
の
歴

史
の
中
で
こ
の
問
題
に
つ
い
て
考
え
る
の
は
、
単

な
る
説
話
研
究
上
の
意
味
以
上
の
価
値
が
あ
る
。

国
際
比
較
が
必
要
と
さ
れ
る
の
は
、
ま
さ
に
こ
う

し
た
場
合
だ
ろ
う
。

さ
ら
に
話
題
を
敷
衍
す
る
と
、
時
代
の
「
空
気
」

が
作
り
出
す
ハ
ナ
シ
は
、
美
談
に
限
ら
な
い
。
例

え
ば
、
終
戦
直
後
、
高
度
経
済
成
長
期
、
バ
ブ
ル

景
気
時
代
、
平
成
不
況
…
…
と
、
そ
れ
ぞ
れ
の
時

代
に
特
有
の
「
空
気
」
が
あ
り
、
そ
の
「
空
気
」

の
中
で
の
ハ
ナ
シ
が
あ
っ
た
。
戦
前
と
戦
後
ほ
ど

明
確
で
は
な
い
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
の
時
代
の
只
中

に
あ
っ
た
ハ
ナ
シ
を
、
現
在
を
生
き
る
わ
れ
わ
れ

が
受
け
止
め
た
と
き
、
確
実
に
認
識
の
相
違
が
見

ら
れ
る
。
各
時
代
の
ハ
ナ
シ
と
の
向
き
合
い
方
を

考
え
る
と
き
、
本
書
の
示
し
た
態
度
は
一
つ
の
示

唆
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

以
下
、
本
書
を
読
ん
で
不
足
に
感
じ
た
点
を
二

つ
、
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
て
み
た
い
。

一
つ
目
は
、
植
民
地
へ
の
視
線
が
ほ
と
ん
ど
見

ら
れ
な
い
こ
と
。
近
代
日
本
に
と
っ
て
、
植
民
地

（
台
湾
、
朝
鮮
、
満
洲
な
ど
）
は
不
可
欠
な
存
在

だ
っ
た
。
そ
し
て
植
民
地
で
は
徴
兵
制
の
実
施
が

遅
れ
、
現
地
住
民
全
体
が
「
銃
後
」
に
置
か
れ
て

い
た
こ
と
を
思
え
ば
、
こ
の
点
へ
の
言
及
は
あ
っ

て
し
か
る
べ
き
だ
と
思
う
。
ま
た
、
ア
イ
ヌ
な
ど
、

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
へ
の
言
及
が
少
な
い
こ
と
も
気

に
な
っ
た
。

二
つ
目
は
、「
銃
後
」
の
多
様
性
に
つ
い
て
、

も
っ
と
取
り
上
げ
る
べ
き
だ
っ
た
の
で
は
な
い
か

と
い
う
こ
と
。
た
し
か
に
、
女
性
（
妻
・
母
・
少

女
）、
子
ど
も
な
ど
、
い
く
つ
も
の
「
銃
後
」
が
取

り
上
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
の
、
や
や
一
面
的
な
気

が
す
る
。「
銃
後
」
を
支
え
た
妻
、
母
、
少
女
、
子

ど
も
た
ち
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
な
る
分
類
が
可
能

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

以
上
に
挙
げ
た
点
は
、
本
書
へ
と
い
う
よ
り
、

む
し
ろ
後
学
の
者
へ
の
課
題
と
し
て
受
け
止
め
た

い
。
優
れ
た
著
作
は
得
て
し
て
完
結
せ
ず
、
開
か

れ
た
謎
を
残
し
て
読
者
の
前
に
立
ち
現
れ
る
。

な
お
、
本
書
は
書
き
下
ろ
し
に
近
く
、
こ
れ
ま

で
の
重
信
の
美
談
研
究
を
ま
と
め
た
も
の
で
は
な

い
。
是
非
と
も
、
未
収
録
論
文
を
一
書
と
し
て
読

み
た
い
と
い
う
の
が
、
一
読
者
と
し
て
の
思
い
で

あ
る
。
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