
三
氾
の
犯
罪
」

|
沼
は
本
当
に
勝
利
し
た
の
か
?
ー

志
賀
直
哉

は
じ
め
に

「
沼
の
犯
罪
」
(
『
白
樺
』
大

2

・
1
)
は
、
「
初
期
志
賀
文
学
の
末
尾
に
輝
く

不
滅
の
星
」
(
紅
野
敏
郎
)
、
「
志
賀
が
上
り
つ
め
た
自
己
中
心
主
義
の
ピ

l
ク
を

示
す
作
品
」
(
本
多
秋
五
)
と
し
て
、
或
い
は

「
暗
夜
行
路
」
そ
の
他
の

に
わ
た
る
自
作
の
主
題
群
が
混
在
し
」
(
中
島
一
夫
)
た
小
説
と
し
て
志
賀
直
哉

の
研
究
史
上
、
常
に
重
き
を
置
か
れ
て
論
及
さ
れ
て
き
た
作
品
で
あ
る
。
と
こ
ろ

「
多
岐

が
、
そ
う
し
た
重
要
視
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
作
品
で
し
ば
し
ば
問
わ
れ
る
、

志賀直哉 rmの犯罪」

裁
判
官
は
何
故
妻
を
殺
し
た
箔
を
無
罪
に
す
る
の
か
と
い
う
疑
問
に
つ
い
て
、
説

得
力
あ
る
見
解
は
未
だ
提
出
さ
れ
て
い
な
い
。
従
来
の
論
の
多
く
が
、
結
末
に
お

け
る
裁
判
官
の
「
無
罪
」
判
決
を
「
あ
り
得
べ
か
ら
、
さ
る
こ
と
」
(
紅
野
敏
郎
)
、

「
到
底
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
は
い
い
が
た
い
」
(
本
多
秋
玉
)
、
「
明
ら
か
に
説

得
力
に
欠
け
て
い
る
」
(
重
松
泰
雄
)
と
現
実
面
か
ら
否
定
す
る
か
、
或
い
は
裁

判
官
は
活
の
「
強
い
よ
ろ
こ
び
に
感
動
し
た
」
(
須
藤
松
雄
)
、
「
自
己
に
忠
誠
な

沼
の
正
当
性
に
感
化
さ
れ
打
た
れ
た
裁
判
官
」
(
太
田
正
夫
)
、
裁
判
官
は
「
氾

の
生
き
方
を
肯
定
」
(
長
谷
川
良
明
、
荒
井
均
)
し
た
も
の
と
と
ら
え
る
。
実
際
、

妻
を
殺
し
た
詰
が
「
自
分
は
証
拠
不
充
分
で
無
罪
に
な
る
」
と
主
張
し
て
い
る
と

下

友

力日

岡

裁
判
官
の
「
無
罪
」
判
決
が
な
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
作
品
の
中
で
沼

の
立
場
は
肯
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
本
来
客

こ
ろ
へ
、

観
的
な
判
断
を
行
う
べ
き
裁
判
官
の
役
割
か
ら
す
れ
ば
、
結
局
、
現
実
的
な
設
定

で
は
あ
り
え
な
い
と
い
う
指
摘
を
否
定
す
る
こ
と
も
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

一
般
常
識
に
照
ら
し
合
わ
せ
て

み
て
も
答
え
は
出
な
い
。
む
し
ろ
考
察
す
べ
き
は
、
活
が
「
無
罪
」
と
な
る
そ
の

お
そ
ら
く
何
故
箔
が
無
罪
と
さ
れ
る
の
か
を

Rυ 
t
Eよ

設
定
が
、
作
品
全
体
の
な
か
で
い
か
な
る
役
割
を
担
い
、
何
を
実
現
し
て
い
る
の

か
と
い
う
こ
と
で
は
な
か
ろ
う
か
。

本
稿
は
、
裁
判
官
の
「
無
罪
」
判
決
を
も
っ
て
、
活
の

〈
抑
圧
か
ら
解
放
へ
の

物
語
〉
が
よ
り
強
固
に
完
成
さ
れ
た
と
考
え
る
。
と
同
時
に
、
こ
の
非
常
識
な
裁

判
官
の
認
定
こ
そ
が
逆
に
箔
の
勝
利
に
見
え
る
も
の
を
疑
わ
せ
、
十
氾
の
思
考
の
限

界
を
知
ら
し
め
る
一
つ
の
重
要
な
契
機
と
し
て
機
能
し
て
い
る
と
捉
え
、

以
下
に

詳
述
す
る
も
の
で
あ
る
。

「
分
ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
の
勝
利

「
+
氾
の
犯
罪
」
は
、
冒
頭
か
ら
箔
の
妻
殺
し
が
「
故
意
の
業
か
、
過
ち
の
出
来

事
か
、
全
く
解
ら
な
っ
て
了
っ
た
」
と
い
う
謎
を
提
示
す
る
こ
と
か
ら
始
め
ら
れ
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て
い
る
。
事
件
後
、
裁
判
官
は
第
一
に
座
長
に
質
問
す
る
。
座
長
は
「
健
全
な
、

そ
し
て
緊
張
し
た
気
分
」

の
必
要
性
を
条
件
と
し
な
が
ら
も
、
活
が
妻
を
殺
す
に

至
っ
た
演
芸
の
難
易
度
に
つ
い
て
「
左
程
六
ケ
し
い
芸
で
は
あ
り
ま
せ
ん
」
と
答

え
て
い
る
。
こ
の
座
長
の
言
葉
は
、
活
の
行
為
が
「
故
意
の
業
」

で
あ
る
可
能
性

を
思
わ
せ
る
が
、

そ
の
点
を
裁
判
官
が
確
認
す
る
と
、
座
長
は
芸
の
難
易
度
と
は

別
に
「
機
械
で
す
る
仕
事
の
や
う
に
必
ず
正
確
に
行
く
と
は
断
言
出
来
」
な
い
と

「
過
失
」
か
「
故
意
」
か

い
う
理
由
を
持
ち
出
し
、

「
私
に
は
分
ら
な
い
」

と
答

え
る
。
謎
は
謎
の
ま
ま
で
あ
る
。

第
二
に
、
裁
判
官
は
活
が

「
此
一
座
に
加
は
る
前
か
ら
附
い
て
ゐ
た
助
手
の
支

那
人
」
に
質
問
す
る
。
助
手
は

「
他
人
に
対
し
て
は
」
「
柔
和
で
親
切
で
克
己
心

の
強
い
」
古
川
と
妻
が
、
「
二
人
だ
け
の
関
係
に
な
る
と
何
故
か
驚
く
程
お
互
に
惨

酷
に
な
る
」
と
と
を
告
げ
る
。
こ
の
証
言
は
、
活
が
妻
を
「
故
意
」
に
殺
す
理
由

を
持
つ
こ
と
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
活
の
行
為
が
「
過
り
で
仕
た

事
か
、
故
音
山
で
仕
た
事
か
」
と
問
う
裁
判
官
に
対
し
、
助
手
は
「
考
へ
れ
ば
考
へ

る
程
段
々
解
ら
な
く
な
っ
て
了
」
っ
た
と
返
答
す
る
。
出
来
事
の
起
こ
っ
た
瞬
間
、

活
と
妻
の

「
平
常
の
関
係
」
を
知
っ
て
い
る
助
手
は
「
(
殺
し
た
な
)

と
思
」

た
が
、
二
人
の
関
係
に
先
入
観
を
持
た
な
い

「
口
上
云
ひ
の
男
」

は
「
(
失
策
つ

た
ご
と
思
っ
た
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
誌
と
妻
の

「
平
常
の
関
係
」
に
つ
い
て

の
知
識
の
有
無
は
、
殺
人
が

「
過
失
」
か
を
決
定
し
得
る
有
力
な
情

「
故
意
」
か

報
に
一
見
思
わ
れ
る
も
の
の
、
実
の
と
こ
ろ
決
め
手
に
は
な
り
得
ず
、

む
し
ろ
逆

に
公
正
で
客
観
的
な
判
断
を
妨
げ
る
危
険
性
さ
え
苧
む
こ
と
が
こ
こ
で
は
示
さ

れ
、
裁
判
官
の
判
断
を
ま
す
ま
す
困
難
に
し
て
い
る
。

最
後
に
、
裁
判
官
は
事
件
の
当
事
者
で
あ
る
沼
を
呼
び
出
す
。
起
と
妻
の
不
和

の
発
端
と
な
っ
た
と
い
う
赤
児
は
「
乳
房
で
息
を
止
め
ら
れ
」

て
死
ん
だ
。
こ
の

こ
と
に
つ
い
て
裁
判
官
は
、
妻
が
「
故
意
で
し
た
の
で
は
な
か
っ
た
の
か
?
」
と

問
う
。
活
は
「
過
ち
か
ら
だ
と
自
身
は
申
し
て
居
り
ま
し
た
」
と
妻
の
言
い
分
を

伝
え
る
が
、
「
赤
児
の
死
が
総
て
の
償
ひ
の
や
う
に
も
思
は
れ
た
」
と
い
う
氾
の

言
葉
か
ら
は
、
妻
が
「
故
意
」
に
赤
児
を
殺
し
た
と
い
う
疑
い
を
、
彼
自
身
が
抱

い
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
し
か
し
、
そ
の
妻
の
行
為
を
「
故
意
」
だ
と
証

明
す
る
証
拠
は
ど
こ
に
も
な
い
。
当
事
者
で
あ
る
妻
が

「
過
失
」
だ
と
言
い
張
れ

ば
、
そ
れ
以
上
他
人
が
口
出
し
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
箔
は
自
身
の
妻
殺

し
に
つ
い
て
、
助
手
の
証
言
や
、
妻
の
か
つ
て
の
行
為
(
赤
児
殺
し
)
を
踏
ま
え

る
か
の
よ
う
に
、
次
の
よ
う
に
言
う
。

|
|
私
は
其
晩
何
う
し
て
も
自
分
は
無
罪
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
決
心

し
ま
し
た
。
第
一
に
此
の
兇
行
に
は
何
一
つ
客
観
的
証
拠
の
な
い
と
い
ふ
事
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が
非
常
に
心
丈
夫
に
感
ぜ
ら
れ
ま
し
た
。
勿
論
皆
は
二
人
の
平
常
の
不
和
は

知
っ
て
ゐ
る
、
だ
か
ら
私
は
故
殺
と
疑
は
れ
る
事
は
仕
方
が
な
い
。
然
し
自

ペコ

分
が
何
処
ま
で
も
過
失
と
我
を
張
っ
て
了
へ
ば
そ
れ
迄
だ
。
平
常
の
不
和
は

人
々
に
推
察
は
さ
す
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
れ
が
証
拠
と
な
る
事
は
あ
る
ま

い
。
(
傍
線
は
引
用
者

以
下
同
様
)

仮
に
「
故
殺
と
疑
は
れ
」

て
も
、
「
何
処
ま
で
も
過
失
と
我
を
張
」
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
そ
う
し
た
嫌
疑
を
退
け
ら
れ
る
と
の
計
算
が
沼
に
は
働
い
て
い
る
。
「
故

「
過
失
」
か
分
か
ら
な
か
っ
た
過
去
の
妻
の
行
為
は
、
沼
に
よ
っ
て
再
び

意
」
か

繰
り
返
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
妻
と
沼
の

J
応
で
、
大
き
く
異
な
る
の
は
、

沼
が
最
終
的
に
自
己
の
行
為
を
「
過
失
と
は
決
し
て
断
言
」
し
な
い
代
わ
り
、
「
故

意
の
仕
業
と
申
す
事
も
決
し
て
」
な
い
と
位
置
づ
け
た
点
に
あ
る
。



事
件
直
後
、
「
故
意
で
」
妻
を
殺
し
た
よ
う
な
気
が
し
た
沼
は
、

そ
れ
を

殺
と
見
せ
か
け
」

よ
う
と
「
出
来
る
だ
け
自
然
に
」
「
過
失
と
思
へ
る
や
う
申
立

て
の
下
排
へ
」
ま
で
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
「
前
晩
殺
す
と
い
ふ
事
を
考
へ
た
、

れ
だ
け
が
果
し
て
、
あ
れ
を
故
殺
と
自
身
で
で
も
決
め
る
理
由
に
な
る
だ
ら
う
か
」

と
の
疑
念
が
湧
き
、
最
終
的
に
無
罪
に
な
る
と
い
う
「
目
的
の
為
に
は
、
自
分
を

欺
い
て
、

過
失
と
我
を
張
る
よ
り
は
、
何
方
か
分
ら
な
い
と
い
っ
て
も
、
自
分
に

正
直
で
ゐ
ら
れ
る
事
の
方
が
遥
か
に
強
い
と
考
へ
」
る
に
至
る
の
で
あ
る
。

か
つ
て
の
妻
の
行
為
同
様
に
、
「
過
失
」
だ
と
言
い
張
れ
ば
、
そ
れ
が
他
人
に

よ
っ
て
覆
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
と
知
っ
て
い
な
が
ら
、
最
終
的
に
沼
は
そ
う
は
せ

ず
、
「
分
ら
な
い
」
と
い
う
「
正
直
」
さ
を
彼
は
選
ぶ
。
こ
こ
で
活
に
と
っ
て
「
分

ら
な
い
」
と
い
う
こ
と
は
、

不
安
を
招
い
た
り
、
混
乱
に
陥
ら
せ
る
要
因
で
は
な

い
。
そ
し
て
、
自
分
が
妻
を
「
故
意
」
に
殺
し
た
の
か
ど
う
か

と
が
、
活
に
自
身
の
罪
を
自
覚
さ
せ
て
い
な
い
。

「
分
ら
な
い
」

「
分
ら
な
い
」
状
況
を
「
分
か

る
」
事
態
へ
と
解
読
を
試
み
て
き
た
裁
判
官

(
H
法
の
体
現
者
)

は
、
十
日
仙
の

ら
な
い
」
と
い
う
供
述
の
前
に
為
す
術
は
な
い
。
む
し
ろ
、
こ
こ
で
最
後
に
明
ら

か
に
さ
れ
る
の
は
、
瞬
間
の
殺
意
の
有
無
は
誰
に
も
〈
本
人
)
に
も
「
分
ら
な
い
」

と
い
う
、
法
に
と
っ
て
極
め
て
都
合
の
悪
い
事
実
で
あ
っ
た
。
活
の

「
何
も
彼
も

正
直
に
云
っ
て
、
そ
れ
で
無
罪
に
な
れ
る
」
と
い
う
論
理
は
、
裁
判
官
の
「
無
罪
」

判
決
に
よ
っ
て
追
認
さ
れ
、
「
分
ら
な
い
」
と
い
う
告
白
は
勝
利
を
与
え
ら
れ
た
。
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抑
圧
か
ら
の
解
放

十
泊
と
妻
、
二
人
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
活
自
身
の
供
述
の
前
に
助
手
か
ら
の
情 過

報
が
先
に
読
者
に
与
え
ら
れ
て
い
る
。

そ

然
し
活
は
、
妻
に
は
離
婚
を
要
求
す
る
理
由
が
あ
っ
て
も
、
此
方
に
は
そ

れ
を
要
求
す
る
理
由
は
な
い
と
答
へ
ま
し
た
。
活
は
何
処
ま
で
も
自
分
の
我

佳
に
し
て
ゐ
ま
し
た
。

ど
う
し
て
も
妻
を
愛
す
る
事
が
出
来
な
い
、
自
分
に

愛
さ
れ
な
い
妻
が
段
々
に
自
分
を
愛
さ
な
く
な
る
、

そ
れ
は
当
然
な
事
だ
、

こ
ん
な
事
も
い
っ
て
ゐ
ま
し
た
。
あ
の
男
が
バ
イ
ブ
ル
や
説
教
集
を
読
む
や

ど
う
か
し
て
自
分
の
心
を
和
げ
て
憎
む
べ
き

う
に
な
っ
た
動
機
も
そ
れ
で
、

理
由
も
な
い
妻
を
憎
む
と
い
ふ
、
寧
ろ
乱
暴
な
自
分
の
心
を
た
め
直
し
て
了

は
う
と
考
へ
て
ゐ
た
ゃ
う
で
し
た
。

右
か
ら
読
者
は

「
理
由
も
な
く
」
、
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泊、が

一
方
的
に
妻
に
つ
ら
く
当
た
る
と

い
う
行
為
を
な
し
、
そ
の
た
め
に
夫
婦
の
不
和
が
生
じ
て
い
る
よ
う
に
理
解
す
る
。

-可

分

と
こ
ろ
が
、
泊
の
供
述
で
は
一
転
し
て
不
和
の
原
因
は
、
夫
の
子
で
は
な
い
赤
児

を
生
ん
だ
妻
の
方
に
あ
る
と
さ
れ
る
。
「
妻
に
は
離
婚
を
要
求
す
る
理
由
が
あ
っ

て
も
、

此
方
に
は
そ
れ
を
要
求
す
る
理
由
は
な
い
」
と
沼
が
助
手
に
語
っ
た
言
葉

は
、
事
実
と
は
正
反
対
の
言
葉
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
赤
児
は
早
産
」

と
い
う
助
手
の
認
識
も
、
活
が
そ
う
ご
亘
っ
て
き
か
し
た
か
ら
」
だ
と
い
う
。
こ

う
し
た
助
手
と
抱
自
身
の
供
述
内
容
の
差
異
は
、
夫
婦
の
不
和
の
原
因
を
「
何
処

ま
で
も
自
分
の
我
偉
に
し
て
」
周
囲
の
人
間
に
語
っ
た
沼
の
、
極
め
て
自
制
的
、

自
虐
的
な
人
柄
を
浮
き
彫
り
に
す
る
こ
と
へ
と
つ
な
が
る
。
決
し
て
短
い
と
は
言

え
な
い
期
間
、
行
動
を
共
に
し
て
い
た
(
「
此
一
座
に
加
わ
る
前
か
ら
附
い
て
ゐ

た
」
)

同
国
人
の
助
手
に
さ
え
、
沼
は
自
身
の
心
情
の
す
べ
て
を
あ
り
の
ま
ま
に

打
ち
明
け
て
は
い
な
い
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
「
賭
博
も
女
遊
び
も
飲
酒
」
も
せ
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ず
、
キ
リ
ス
ト
教
信
者
で
あ
り
、
「
暇
が
あ
る
と
、

よ
く
説
教
集
な
ど
を
読
ん
で

居
る
」
と
い
う
箔
は
、
恐
ろ
し
く
禁
欲
的
な
人
物
で
あ
る
。

し
か
し
、

そ
の
極
め
て
自
制
的
な
あ
り
方
が
逆
に
沼
を
追
い
詰
め
て
い
る
こ
と

は
、
指
自
身
の
告
白
に
明
ら
か
で
あ
る
。
親
友
と
妻
、

双
方
に
裏
切
ら
れ
た
活
の

痛
手
は
、

キ
リ
ス
ト
教
に
そ
の
解
決
と
救
い
が
求
め
ら
れ
て
い
る
が
、
「
誤
り
の

な
い
行
為
を
し
よ
う
と
い
ふ
事
」

は
「
い
つ
も
結
局
何
の
解
決
も
つ
け
て
は
呉
れ

ま
せ
ん
」
と
活
自
身
が
語
る
無
力
な
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
皮
肉
な
こ
と
に
「
誤

り
の
な
い
行
為
を
し
よ
う
と
」
考
え
て
妻
を
離
縁
で
き
な
か
っ
た
男
が
行
き
つ
く

の
が
、
妻
を
殺
す
こ
と
で
自
身
の

っ
た
。

「
本
統
の
生
活
」
を
得
よ
う
と
い
う
考
え
で
あ

私
は
私
が
右
顧
左
顧
、
始
終
き
ょ
と
ノ
¥
と
、
欲
す
る
事
も
思
ひ
切
っ
て

欲
し
得
ず
、

い
や
で
ノ
¥
な
ら
な
い
も
の
を
も
思
ひ
切
っ
て
楼
退
け
て
了
へ

な
い
、
中
ぶ
ら
り
ん
な
、
う
ち
/
¥
と
し
た
此
生
活
が
総
て
妻
と
の
関
係
か

ら
出
て
来
る
も
の
だ
と
い
ふ
気
が
し
て
来
た
の
で
す
。
自
分
の
未
来
に
は
も

う
何
の
光
も
見
え
な
い
。
自
分
に
は
そ
れ
を
求
め
る
欲
望
は
燃
え
て
ゐ
る
。

燃
え
て
ゐ
な
い
ま
で
も
燃
え
立
た
う
と
し
て
ゐ
る
。

そ
れ
を
燃
え
さ
せ
な
い

も
の
は
妻
と
の
関
係
な
の
だ
。
(
:
)

そ
し
て
一
方
で
死
ん
で
く
れ
れ
ば
い

い
、
そ
ん
な
き
た
な
い
い
や
な
考
を
繰
返
し
て
ゐ
る
の
だ
。
其
位
な
ら
、
何

故
殺
し
て
了
は
な
い
の
だ
。
殺
し
た
結
果
が
ど
う
な
ら
う
と
そ
れ
は
今
は
問

し
か
も
牢
屋
の
生
活

は
今
の
生
活
よ
り
ど
の
位
い
い
か
知
れ
は
し
な
い
。
其
時
は
其
時
だ
。
其
時

に
起
る
こ
と
は
其
時
に
ど
う
に
で
も
破
っ
て
了
へ
ば
い
い
の
だ
。
破
っ
て
も
、

破
っ
て
も
、
破
り
切
れ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
死
ぬ
ま
で
破
ら
う
と
す

れ
ば
そ
れ
が
俺
の
本
統
の
生
活
と
い
ふ
も
の
に
な
る
の
だ
。

他
者
の
死
を
願
う
く
ら
い
な
ら
、
な
ぜ
自
身
の
手
で
相
手
を
殺
さ
な
い
の
か
と

活
は
自
問
す
る
。
彼
の
抑
圧
さ
れ
た
状
況
と
、

そ
れ
を
う
ち
破
り
た
い
と
す
る
欲

求
の
強
さ
の
ほ
ど
が
如
実
に
知
れ
る
部
分
で
あ
る
。
活
が

「
本
統
の
生
活
に
入
ら

う
と
も
が
き
苦
し
ん
で
ゐ
る
の
を
、
押
し
合
ふ
や
う
な
少
し
も
隙
を
見
せ
な
い
心

持
で
、
し
か
も
冷
然
と
側
か
ら
眺
め
て
ゐ
る
」
と
い
う
妻
か
ら
の
圧
迫
、
そ
し
て
、

活
自
身
の
す
べ
て
を
自
分
一
人
で
解
決
し
よ
う
と
す
る
よ
う
な
あ
り
方
、

そ
の
な

か
で
消
え
る
事
の
な
い
欝
屈
と
「
本
統
の
生
活
」

へ
の
希
求
は
、
妻
殺
し
と
い
う

結
果
を
招
い
た
。
裁
判
官
左
活
の
聞
に
行
わ
れ
た
最
後
の
質
疑
応
答
は
次
の
よ
う

な
も
の
で
あ
っ
た
。

「
所
で
お
前
に
は
妻
の
死
を
悲
し
む
心
は
少
し
も
な
い
か
?
」
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「
全
く
あ
り
ま
せ
ん
。
私
は
こ
れ
ま
で
妻
に
対
し
て
ど
ん
な
烈
し
い
憎
み
を

感
じ
た
場
合
に
も
こ
れ
程
快
活
な
心
持
で
妻
の
死
を
話
し
得
る
自
分
を
想
像

し
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
」

自
分
の
妻
の
死
を
悲
し
む
心
が
全
く
な
い
ど
こ
ろ
か
、
「
快
活
な
心
持
」
だ
と

ま
で
他
人
に
対
し
て
断
言
す
る
箔
の
発
言
は
異
常
で
あ
る
。
こ
の
裁
判
官
の
質
問

は
、
活
の
供
述
が
真
に
正
直
な
も
の
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
の
、
最
終
的
な
確
認

作
業
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
活
に
嘘
偽
り
や
少
し
で
も
や
ま
し
い
と
こ
ろ
が

あ
れ
ば
、
妻
の
死
を
悼
む
気
持
ち
が
な
い
と
、
こ
れ
ほ
ど
ま
で
の
明
言
は
不
可
能

な
は
ず
だ
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
小
説
で
は
、

死
ん
で
し
ま
っ
た
妻
の
立
場
か
ら
事
情
が
語
ら
れ
る
こ
と
は



な
く
、
殺
人
者
・
泊
の
供
述
が
最
大
の
情
報
源
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

小
説
の

後
半
部
は
活
の
肥
大
化
し
た
語
り
に
よ
っ
て
殆
ど
の
本
文
が
支
配
さ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
十
氾
の
生
活
が
段
々
と
壊
れ
る
の
を
「
残
酷
な
眼
つ
き
で
只
見
て
ゐ
」

た
と
語
ら
れ
る
よ
う
な
妻
よ
り
も
、
「
自
分
の
本
統
の
生
活
に
入
ら
う
と
も
が
き

苦
し
ん
で
ゐ
」
た
と
主
張
す
る
砲
の
立
場
の
方
に
、
読
者
が
知
ら
ず
置
か
れ
る
語

り
の
独
占
が
あ
る
。
既
に
千
種
・
キ
ム
ラ
!
ス
テ
ィ
ー
ブ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、

十
氾
の
妻
に
名
前
が
な
い
こ
と
も
、
読
者
の
妻
へ
の
感
情
移
入
を
難
し
く
す
る
要
因

の
一
つ
で
あ
ろ
う
。
そ
う
し
て
沼
の
立
場
に
読
者
を
巻
き
込
ん
だ
上
で
、
活
の
〈
抑

圧
か
ら
解
放
へ
の
物
語
〉
を
よ
り
強
固
に
完
結
さ
せ
る
装
置
が
、
裁
判
官
の
「
無

罪
」
判
決
で
あ
っ
た
。

裁
判
官
の
質
問
は
、
活
の
抑
圧
状
況
の
原
因
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
は
じ
ま

り
、
次
に
い
か
に
彼
が
抑
圧
さ
れ
て
い
た
か
を
、

そ
し
て
そ
の
結
末
と
し
て
事
件

当
日
の
惨
劇
の
様
子
を
順
に
追
う
か
た
ち
で
行
わ
れ
て
い
る
。
本
来
な
ら
ば
、
裁

判
官
は
妻
を
殺
し
た
事
件
当
日
の
状
況
か
ら
活
に
説
明
を
求
め
て
も
よ
か
っ
た
は

ず
で
あ
る
。
が
、
こ
の
小
説
で
の
裁
判
官
の
質
問
の
手
順
は
、
活
が
「
中
ぶ
ら
り

ん
な
、
う
ぢ
ノ
¥
と
し
た
此
生
活
」
を
妻
を
殺
す
事
に
よ
っ
て
う
ち
破
り
、
「
こ

れ
程
快
活
な
心
持
で
妻
の
死
を
話
し
得
る
自
分
を
想
像
し
た
事
は
あ
り
ま
せ
ん
」

と
い
う
解
放
の
喜
び
を
得
る
ま
で
の
経
過
を
そ
の
ま
ま
順
を
追
っ
て
明
ら
か
に
す
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る
こ
と
に
手
を
貸
す
。
こ
の
小
説
に
お
け
る
裁
判
官
は
、
活
の
妻
殺
し
に
よ
る
〈
抑

の
軌
跡
を
よ
り
分
か
り
ゃ
す
く
導
い
て
い
く
た
め
の
案

圧
か
ら
解
放
へ
の
物
語
〉

内
役
を
担
っ
て
お
り
、
さ
ら
に
は
沼
の
望
む
「
無
罪
」
を
自
身
の
内
に
湧
き
上
が

っ
た
「
何
か
知
れ
ぬ
輿
蛮
」
と
と
も
に
与
え
る
、
十
氾
の

〈
物
語
〉
に
と
っ
て
不
可

欠
の
共
犯
者
で
あ
る
。

「
本
当
(
統
)

の
生
活
」
と
は
何
か
?

法
の
体
現
者
で
あ
る
は
ず
の
裁
判
官
は
、
活
の
妻
殺
し
を
「
無
罪
」
と
し
た
が
、

こ
の
「
到
底
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
は
い
い
が
た
い
」
判
断
は
、
読
者
に
小
説
の

最
終
地
点
か
ら
再
び
小
説
本
文
を
読
み
返
す
機
会
と
動
機
を
与
え
る
。

氾
の
供
述
で
は
先
に
も
確
認
し
た
よ
う
に
、
彼
と
妻
の
不
和
の
原
因
は
、
妻
が

箔
以
外
の
男
性
の
子
を
産
ん
だ
こ
と
に
端
を
発
す
る
と
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、

そ
の
際
に
活
が
行
っ
た
説
明
は
、
相
手
の
男
に
つ
い
て
「
想
像
し
て
ゐ
ま
す
。

そ

れ
は
妻
の
従
兄
で
す
。
」
と
い
う
あ
く
ま
で
彼
の

「
想
像
」
に
基
づ
く
判
断
で
あ

っ
た
。
そ
も
そ
も
妻
は
そ
の
関
係
に
つ
い
て
氾
に
打
ち
明
け
て
い
な
い
こ
と
が
裁

判
官
と
の
や
り
と
り
に
明
ら
か
で
あ
る
。
果
た
し
て
本
当
に
妻
は
従
兄
と
関
係
し
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て
子
を
宿
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
箔
の
供
述
を
す
べ
て
絶
対
的
な
真
実
と
認
定
す

る
に
は
小
説
の
記
述
自
体
に
唆
味
さ
、
空
白
が
残
さ
れ
て
い
る
。
活
は
疑
惑
の
根

拠
。コ

っ
と
し
て
「
赤
児
は
私
の
所
へ
来
て
八
月
日
に
生
ま
れ
た
」
こ
と
を
語
つ

た
。
し
か
し
、
赤
児
が
「
八
月
目
に
生
ま
れ
」

一
般
的
に
も
十
分
に

る
こ
と
は
、

あ
り
得
る
こ
と
で
あ
り
、
実
際
に
、
助
手
は

「
早
産
」
と
聞
か
さ
れ

そ
の
説
明

に
納
得
し
て
い
た
。
な
ぜ
そ
れ
が
自
分
の
子
で
は
な
く
、
ま
た
早
産
で
も
な
い
と
、

活
に
判
断
で
き
た
の
だ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
妻
の
赤
児
殺
し
に
つ
い
て
も
同
様
で

あ
る
。
浩
は
「
故
意
」
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、
そ
れ
が
「
過
失
」
か
「
故
意
」

か
に
つ
い
て
は
、
妻
以
外
の
人
物
に
分
か
る
こ
と
で
は
な
い
。
少
な
く
と
も
妻
は

「
過
失
」
だ
と
活
に
語
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
活
の
妻
へ
の
悪
感
情

の
原
因
は
、

ど
れ
だ
け
信
恵
性
の
あ
る
も
の
な
の
か
。
そ
れ
を
疑
わ
せ
る
材
料
が

実
は
小
説
本
文
そ
の
も
の
に
存
す
る
。
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ま
た
、
箔
が
裁
判
官
の
前
に
登
場
し
て
き
た
場
面
で
あ
る
が
、

そ
の
際
、
本
文

に
は
こ
う
語
ら
れ
て
い
る
。
「
引
き
し
ま
っ
た
蒼
い
顔
を
し
た
、
賢
さ
う
な
男
」

で
、
「
一
眼
で
烈
し
い
神
経
衰
弱
に
か
か
っ
て
ゐ
る
事
が
裁
判
官
に
解
っ
た
」
。
「
烈

し
い
神
経
衰
弱
に
か
か
っ
て
ゐ
る
事
」
が
は
じ
め
て
出
会
っ
た
他
人
に
も
一
日
で

分
か
る
男
の
供
述
を
、
読
者
は
す
べ
て
そ
の
ま
ま
信
じ
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。

続
け
て
言
お
う
。
沼
は

「
近
頃
自
分
に
本
当
の
生
活
が
な
い
と
い
ふ
事
を
堪
ら

な
く
苛
々
し
て
居
た
」
と
犯
行
前
日
の
自
身
の
心
情
を
説
明
し
て
い
る
が
、
で
は
、

彼
の
言
う
「
本
当
の
生
活
」
と
は
一
体
ど
の
よ
う
な
生
活
な
の
だ
ろ
う
か
。
「
自

分
の
本
統
の
生
活
に
入
ろ
う
と
も
が
き
苦
し
ん
で
ゐ
る
の
を
、
押
し
合
ふ
や
う
な

「
冷
然
と
側
か
ら
眺
め
て
ゐ
る
」
、
「
弱
い

癖
に
本
統
の
生
活
に
生
き
た
い
と
い
ふ
欲
望
が
強
か
っ
た
」
、
「
う
ぢ
ノ
¥
と
し
た

少
し
も
隙
を
見
せ
な
い
心
持
で
」
妻
が

此
生
活
が
総
て
妻
と
の
関
係
か
ら
出
て
来
る
も
の
だ
」
と
、
繰
り
返
し
「
本
当
(
統
)

の
生
活
」
の
実
現
を
妨
げ
る
要
因
と
し
て
の
妻
、
妻
と
の
虚
偽
の
関
係
へ
の
嫌
悪
、

苛
立
ち
が
沼
の
口
か
ら
語
ら
れ
て
い
る
が
、
果
た
し
て
妻
一
人
に
よ
っ
て
妨
げ
ら

れ
る
「
本
当
の
生
活
」
と
は
、
一
体
ど
れ
ほ
ど
の
価
値
あ
る
生
活
な
の
だ
ろ
う
か
。

ま
た
逆
に
言
え
ば
、
活
の
希
求
し
た
「
本
当
の
生
活
」
と
は
、
妻
が
死
に
さ
え
す

れ
ば
、
実
現
し
う
る
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
他
者
を
抹
殺
す
る
こ
と
で
し
か
成
立

し
得
な
い
「
本
当
の
生
活
」
と
は
、

は
「
本
当
の
生
活
」

い
か
な
る
内
実
を
備
え
た
も
の
な
の
か
。
箔

の
中
身
に
つ
い
て
は
少
し
も
具
体
的
に
言
及
し
て
い
な
い
。

十
氾
は
妻
を
殺
し
て
、
こ
れ
以
後
本
当
に
、
彼
の
言
う
と
こ
ろ
の
「
本
当
の
生
活
」

を
確
立
し
得
て
、
幸
せ
な
日
々
を
送
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。

そ
v

つ
い
-
フ

疑
問
を
抱
く
余
地
が
、
こ
の
小
説
に
は
十
二
分
に
残
さ
れ
て
い
る
。

小
説
後
半
で
長
々
と
展
開
(
許
容
)
さ
れ
る
抱
の
供
述
内
容
や
、

そ
れ
を
肯
定

す
る
か
た
ち
の
裁
判
官
の
「
無
罪
」
判
決
に
は
、

確
か
に
沼
の
立
場
へ
の
肯
定
、

す
な
わ
ち
、
先
行
研
究
の
指
摘
す
る
初
期
志
賀
文
学
に
特
徴
的
な
「
自
我
貫
徹
」

の
テ

i
マ
が
見
て
と
れ
る
。
「
自
分
の
自
由
を
得
る
為
め
に
は
他
人
を
か
へ
り
み

ま
い
。

而
し
て
自
分
の
自
由
を
得
ん
が
為
め
に
他
人
の
自
由
を
尊
重
し
ゃ
う
。
他

人
の
自
由
を
尊
重
し
な
い
と
自
分
の
自
由
を
さ
ま
た
げ
ら
れ
る
。
二
つ
が
矛
盾
す

れ
ば
、
他
人
の
自
由
を
圧
し
ゃ
う
と
し
ゃ
う
」
(
明
治
四
十
五
年
三
月
十
三
日
・

志
賀
直
哉
日
記
)
と
い
う
、
作
家
自
身
の
信
条
を
「
沼
の
犯
罪
」
を
支
え
る
思
想

し
か
し
、
実
際
に
小
説
に
配
置
さ
れ
た
人
物

と
し
て
見
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。

た
ち
の
語
り
(
語
ら
れ
な
い
こ
と
も
含
め
て
)
に
注
意
深
く
耳
を
傾
け
る
と
、

日IJ

な
る
人
間
関
係
の
可
能
性
や
、
活
自
身
が
依
拠
す
る
信
条
や
希
求
す
る
も
の
の
不

透
明
さ
、
危
う
さ
も
見
て
と
れ
る
の
で
あ
る
。
果
た
し
て
、
活
は
「
無
罪
」
と
な

っ
て
勝
利
し
た
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。

む
し
ろ
、
彼
を
待
つ
の
は
、

正
直
さ
を

第
一
義
と
す
る
が
ゆ
え
の
、
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他
者
と
の
つ
な
が
り
や
信
頼
関
係
を
持
て
ぬ
、

孤
絶

し
た
世
界
で
は
な
い
の
か
。
十
氾
の
則
る
規
範
の
な
か
で
は
、

一
切
の
偽
り
は
ゆ
る

さ
れ
な
い
。
果
た
し
て
そ
こ
に
人
は
長
く
住
む
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

お
わ
り
に

は
、
瞬
間
の
殺
意
の
有
無
を
人
間
が
、
或
い
は
人
聞
が
創
り
出

し
た
法
が
ど
こ
ま
で
正
確
に
把
握
し
得
る
か
と
い
う
こ
と
を
、
「
分
ら
な
い
」
こ

と
に
勝
利
を
与
え
る
か
た
ち
で
問
題
提
起
し
た
小
説
で
あ
る
。
さ
ら
に
は
、
活
の

供
述
や
価
値
観
が
本
当
に
真
実
・
絶
対
か
、
そ
れ
が
転
覆
さ
せ
ら
れ
る
可
能
性
を

「
十
氾
の
犯
罪
」

本
文
に
残
し
て
、
何
が
真
実
か
と
い
う
こ
と
さ
え
も
宙
づ
り
に
す
る
小
説
で
あ
る
。

人
関
心
理
と
行
為
の
背
景
は
、
決
し
て
誰
に
も
見
通
せ
な
い
と
い
う
世
界
の
本
性



が
こ
こ
に
は
浮
き
彫
り
に
さ
れ
る
。

一
般
に
は
描
写
に
優
れ
た
手
腕
を
発
揮
す
る

志
賀
文
学
の
な
か
で
、
会
話
文
が
殆
ど
を
占
め
る
と
い
う
点
で
形
式
上
特
異
な
小

の
ち
の
芥
川
龍
之
介
「
薮
の
中
」
(
『
新
潮
』
大
口
・

1
)
に
も

通
じ
る
、
語
り
の
「
賜
り
」
性
が
生
か
さ
れ
た
、
多
様
な
解
釈
を
提
供
し
続
け
る

小
説
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。

説
と
言
え
る
が
、

妻
の
背
後
に
別
な
る
男
の
存
在
を
見
て
脅
か
さ
れ
る
夫
の
立
場
は
、
こ
の
後
も

志
賀
文
学
に
お
い
て
「
暗
夜
行
路
」
(
『
改
造
』
大
問
・

1
1昭
口
・

4
)
や
「
雨

娃
」
(
『
中
央
公
論
』
大
口
・

1
)
に
追
究
さ
れ
る
。
志
賀
は
そ
れ
ら
後
続
の
作
品

で
、
繰
り
返
し
主
人
公
に
妻
の
過
失
を
ゆ
る
す
行
為
を
課
し
た
。
「
暗
夜
行
路
」

に
お
け
る
時
任
謙
作
の
妻
・
直
子
に
対
す
る
〈
ゆ
る
し
〉
は
決
し
て
簡
単
に
は
実

現
し
な
い
が
、
他
者
の
過
ち
を
許
容
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
人
間
は
、
結
局
他
者

の
み
な
ら
ず
自
ら
を
追
い
込
み
、
自
ら
を
蝕
む
。
「
泡
の
犯
罪
」

の
升
泊
は

そ
の

よ
う
な
誌
作
同
様
の
苦
難
を
背
負
う
人
物
の
、
早
い
出
現
で
あ
る
。
甚
だ
遡
及
的

な
言
い
方
に
な
る
が
、
裁
判
官
が
「
あ
り
得
べ
か
ら
ざ
る
」

か
た
ち
で
し
か
活
の

思
想
を
弁
護
で
き
な
か
っ
た
、

文
学
の
、

と
い
う
よ
り
弁
護
し
な
か
っ
た
点
に
こ
そ
、
志
賀

の
ち
の
展
開
へ
の
可
能
性
は
残
さ
れ
て
い
た
と
考
え
た
い
。

注

「
箔
の
犯
罪
」
本
文
及
び
志
賀
直
哉
の
文
章
の
引
用
は
、
す
べ
て
新
版
『
志
賀
直
哉

全
集
』
(
岩
波
書
底

平
叩
・
口

1
平
日
刊
・

3
)

に
拠
り
、
本
文
中
の
旧
字
体
は
新
字

志賀直哉「箔の犯罪J

体
に
改
め
た
。

(
1
)
『
鑑
賞
日
本
現
代
文
学
第
七
巻

志
賀
直
哉
』
〈
角
川
書
庖

万
口
正
U

-

3

日
u

q

d

t

・、

2
)
『
志
賀
直
哉
(
上
)
』
(
岩
波
書
庖

平

2
・
1
)

(
3
)

「
「
主
体
」

へ
の
疑
い
|
志
賀
直
哉
『
箔
の
犯
罪
』
論
」
(
『
早
稲
田
実
業
学
校
研
究

紀
要
』
第
沼
号

平
6
・
3
)

(
4
)
注

(
1
」
に
同
じ

5
)
注

(
2
)

に
同
じ

(
6
〕
「
『
活
の
犯
罪
』
解
読
」
(
『
近
代
文
学
論
集
』
第
7
号

昭
一
泊
・
日
〈
『
日
本
文
学
研

究
資
料
新
集
引

志
賀
直
哉
・
自
我
の
軌
跡
』
有
精
堂

平

4
・
5
〉
所
収
)

7
)
『
近
代
文
学
鑑
賞
講
座

ω
志
賀
直
哉
』
(
角
川
書
庖

昭
位
・

3
)

(
8
)
『
作
品
研
究

志
賀
直
哉
の
短
編
』
(
古
今
書
院

昭
行
・

2
)

(
9
)
「
志
賀
直
哉
研
究
『
和
解
』
以
前
に
つ
い
て
」
(
『
日
本
文
学
論
集
』
第
7
号

Dg 
58 

3 

日
)
『
志
賀
直
哉
論
』
(
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー

E
n
M
'
2
 

n
M
H
F

，hE
、
.
，
a且

(
日
)
た
だ
し
、
本
来
は
「
故
意
」
か
「
過
失
」
か
と
は
別
に
、
妻
を
殺
し
た
こ
と
自
体

に
箔
は
罪
の
意
識
を
持
つ
の
が
通
常
の
反
応
と
考
え
ら
れ
る
。
上
回
穂
積
は
「
正
義

派
」
と
「
泡
の
犯
罪
」
を
検
討
し
て
、
他
者
の
「
〈
痛
み
)
に
対
し
て
(
志
賀
直
哉
〉

t
i
 

つ/
U

が
あ
ま
り
に
も
無
関
心
で
あ
」
り
、
「
ど
と
か
均
衡
を
逸
し
た
行
為
」
で
は
な
い
か
と

指
摘
し
て
い
る
(
「
『
正
義
派
』
『
沼
の
犯
罪
』
|
響
き
あ
う
コ
ト
パ
」
『
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
』
至
文
堂

平
日
・

8

コ
J
J
Z
ン
ダ

i
ポ
り
デ
ィ
ク
ス

(
口
)
「
『
沼
の
犯
罪
』
(
志
賀
直
哉
)
と
性
の
政
治
」
〈
江
種
満
子
他
著
『
男
性
作
家

を
読
む

フ
ェ
ミ
ニ
ズ
ム
批
評
の
成
熟
へ
』
新
曜
社

平

6

・
9
)

(
日
)
伊
藤
佐
枝
は
「
活
の
犯
罪
」
と
同
一
の
題
材
で
描
か
れ
た
、
武
者
小
路
実
篤
の
「
罪

な
き
罪
」
「
不
幸
な
男
」
、
里
見
惇
「
恐
ろ
し
き
結
婚
」
を
比
較
し
、
「
四
作
を
並
べ
た

時
に
際
立
つ
『
誌
の
犯
罪
』
の
特
質
は
、
夫
婦
の
不
和
の
原
因
と
し
て
夫
が
主
張
す

る
「
妻
の
生
ん
だ
赤
児
が
私
の
児
で
な
い
」
と
い
う
情
報
の
真
偽
が
、
読
者
に
は
分

ら
な
い
よ
う
に
舎
か
れ
て
い
る
事
」
、
「
志
賀
は
、
拓
が
邪
推
を
し
て
い
る
だ
け
か
も

し
れ
な
い
と
い
う
疑
惑
を
あ
え
て
読
者
に
許
し
た
」
こ
と
を
既
に
指
摘
し
て
い
る
(
『
日

本
近
代
文
学
に
於
け
る
〈
親
密
性
テ
ロ
リ
ズ
ム
〉

の
様
相
・
序
説
|
志
賀
直
哉
『
沼



志賀直哉 fm:の犯罪J

の
犯
罪
』
と
そ
の
周
辺
を
起
点
と
し
て
(
前
篇

)
l」
『
論
樹
』
第
円
号

平
げ
・
口
)
。

〈
同
)
山
口
直
孝
は
「
「
裁
判
官
」
の
「
無
罪
」
の
判
断
は
、
之
、心」

へ
の
共
感
に
促
さ
れ

た
も
の
な
ど
で
は
な
く
、
「
一
眼
で
烈
し
い
神
経
衰
弱
に
か
与
っ
て
ゐ
る
事
が
裁
判
官

に
解
っ
た
。
」
と
い
う
「
活
」
の
外
観
と
彼
の
奇
矯
な
供
述
と
に
基
づ
く
、
適
正
な
も

の
で
あ
っ
た
と
も
解
せ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
」
と
述
べ
、
「
事
件
の
発
生
か
ら
予
審

集
結
ま
で
を
「
活
」
が
強
度
の
狂
人
に
転
落
し
て
い
く
過
程
と
し
て
捉
え
る
視
点
を

加
え
る
こ
と
で
、
『
活
の
犯
罪
』
は
ア
イ
ロ
ニ
カ
ル
な
テ
ク
ス
ト
と
な
る
」
と
す
る
読

み
を
提
出
し
て
い
る
(
『
志
賀
直
哉
『
詰
の
犯
罪
』
論

l
z
g
の
形
象
と
舞
台
設
定

を
め
ぐ
っ
て
|
」
『
日
本
近
代
文
学
』
平
6
・

m)。

(
日
)
小
松
里
江
に
「
誌
の
語
る
本
統
の
生
活
と
は
抽
象
的
で
あ
っ
て
、
具
体
的
に
追
究

す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
社
会
的
規
範
を
破
っ
た
後
に
ど
の
よ
う
な
生
活
が
可
能
に

な
る
か
の
具
体
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
活
に
は
な
い
。
本
統
の
生
活
に
生
き
る
と
い
う
規

範
は
、
他
の
規
範
を
破
っ
て
し
ま
っ
て
も
構
わ
な
い
と
告
げ
る
だ
け
で
、
積
極
的
に

ど
う
せ
よ
と
は
教
え
な
い
」
と
の
指
摘
が
あ
る
(
「
志
賀
直
哉
『
泊
の
犯
罪
』
論
」
『
国

文
白
百
合
』
第
幻
号

平
は
・

3
)
。

(
凶
)
志
賀
直
哉
は
「
市
の
犯
罪
」
の
モ
デ
ル
と
な
っ
た
従
弟
の
自
殺
事
件
に
言
及
し
、
「
ど

う
し
て
も
二
人
が
両
立
し
な
い
場
合
に
は
自
分
が
死
ぬ
よ
り
女
を
殺
す
方
が
ま
し
だ

っ
た
と
い
ふ
や
う
な
事
を
考
へ
た
。
気
持
の
上
で
負
け
て
自
分
を
殺
し
て
了
っ
た
善

良
な
性
質
の
従
弟
が
歯
が
ゆ
か
っ
た
」
〈
「
創
作
余
談
」
『
改
造
』
昭
3
・
7
)
、
「
細
君

と
両
立
し
な
い
で
自
殺
を
す
る
場
合
、
自
分
な
ら
女
を
殺
し
て
も
よ
か
っ
た
。
は
が

ゆ
い
感
じ
を
自
分
流
に
直
し
て
こ
れ
〈
引
用
者
注
・
「
支
那
の
奇
術
の
テ
ー
マ
」
)
に

く
っ
つ
け
た
」
(
「
『
桔
の
犯
罪
』
に
就
い
て
」
『
現
代
』
昭
叩
・
3
)
と
日
記
の
記
述

内
容
と
通
底
す
る
自
身
の
心
意
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
伊
膝
(
注
目
)

の
指
摘
す
る
通
り
、
妻
の
結
婚
前
の
行
為
と
夫
以
外
の
子
を
妊
娠
a

出
産
し
た
と
い

う
こ
と
の
真
偽
が
、
立
氾
の
犯
罪
』
で
は
確
か
め
よ
う
の
な
い
情
報
と
さ
れ
て
い
る
点

に
や
は
り
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
。
「
詰
の
犯
罪
」
を
し
て
そ
の
ま
ま
志
賀
の
「
自

我
貫
徹
」
の
発
現
と
す
る
論
考
は
、
小
説
の
持
つ
独
自
の
設
定
を
無
視
し
て
い
る
。

(
げ
)
こ
の
「
暗
夜
行
路
」
の
様
相
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
志
賀
直
哉
の
方
法
』
(
笠
間
書

院

平
ゆ
・

2
)
第
三
部
に
詳
述
。

(
し
も
お
か

ゆ
か
、
県
立
広
島
大
学
准
教
授
)
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