
9　　芥川龍之介「三右衛門の罪」における近代的主体の揺らぎ（下）―志賀直哉「范の犯罪」との比較を通して―

芥
川
龍
之
介
「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
お
け
る
近
代
的
主
体
の
揺
ら
ぎ
（
下
）

　
　
　

―
志
賀
直
哉
「
范
の
犯
罪
」
と
の
比
較
を
通
し
て
―

�

本
庄　

あ
か
ね

抄
録
：
芥
川
龍
之
介
の
作
品
に
は
、
典
拠
を
持
つ
も
の
が
多
く
あ
る
。
先
行
す
る
作
品
を
踏
ま
え
新
た
な
作
品
を
生
み
出
す
と
い
う
芥
川
の
創
作
手
法
は
、「
三
右
衛
門
の
罪
」（
大
正
十
三
年
）
に
も
認
め

ら
れ
、
志
賀
直
哉
「
范
の
犯
罪
」（
大
正
二
年
）
を
下
敷
き
と
す
る
こ
と
が
既
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
は
、
単
行
本
未
収
録
作
と
い
う
事
情
も
あ
り
、
こ
れ
ま
で
の
研
究
に
お

い
て
取
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
が
少
な
く
「
范
の
犯
罪
」
と
の
比
較
考
察
も
十
分
に
は
行
わ
れ
て
い
な
い
。
前
稿
で
は
、
先
ず
、「
范
の
犯
罪
」
の
解
釈
を
試
み
、
規
範
的
存
在
で
あ
り
、
個
の
意
志
と
行
為

を
持
と
う
と
す
る
范
の
意
識
の
内
部
に
、
近
代
的
主
体
の
概
念
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
前
稿
に
続
き
、
本
稿
は
、
両
作
を
比
較
す
る
視
座
か
ら
、
芥
川
「
三
右
衛
門
の
罪
」
の
作
品

解
釈
を
行
っ
た
。
芥
川
「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
お
け
る
三
右
衛
門
の
自
我
が
ど
の
よ
う
に
形
成
さ
れ
て
い
る
か
を
読
み
解
き
、
幕
藩
体
制
の
も
と
に
あ
る
三
右
衛
門
が
、
主
君
前
田
治
修
と
の
関
係
形
成
の

結
果
と
し
て
の
自
我
と
、
武
士
道
に
基
づ
き
形
成
さ
れ
て
い
る
自
分
の
内
に
向
い
て
い
る
自
我
と
の
不
統
一
な
あ
り
方
を
、
一
つ
の
中
心
に
ま
と
め
上
げ
て
い
く
こ
と
を
し
な
い
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
つ
い
て
論
じ
た
。
こ
の
よ
う
な
三
右
衛
門
の
分
裂
的
と
も
見
え
る
自
我
の
あ
り
よ
う
に
は
、「
范
の
犯
罪
」
に
お
け
る
范
に
典
型
と
し
て
見
ら
れ
た
よ
う
な
近
代
的
自
我
の
姿
は
も
は
や
認
め

ら
れ
な
い
。
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
両
作
の
相
違
点
を
考
察
し
、
本
作
を
、
近
代
的
自
我
と
合
わ
せ
鏡
で
あ
る
と
こ
ろ
の
近
代
的
主
体
に
対
す
る
懐
疑
が
表
さ
れ
て
い
る
作
と
結
論
づ
け
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド
：
芥
川
龍
之
介　
「
三
右
衛
門
の
罪
」　

武
士
道　

志
賀
直
哉　
「
范
の
犯
罪
」　

自
我
貫
徹
の
生　

本
統
の
生
活　

近
代
的
主
体　

近
代
的
自
我
史
観

一
、「
范
の
犯
罪
」
と
「
三
右
衛
門
の
罪
」
と
の
間
の
類
似
と
差
異

　

芥
川
龍
之
介
「
三
右
衛
門
の
罪
」（『
改
造
』
大
正
13
・
１
）
は
、
同
時
代
に
消
極
的
な
評
価
を

受
け
た
作
で
あ
り
、
ま
た
単
行
本
未
収
録
作
で
も
あ
る
た
め
、
芥
川
の
他
の
作
品
と
比
べ
言
及
が

少
な
い
。
し
か
し
、そ
の
よ
う
な
現
状
に
あ
っ
て
、菊
池
弘
氏

（
１
）

は
本
作
に
つ
い
て
論
じ
る
中
で
、

志
賀
直
哉
「
范
の
犯
罪
」（『
白
樺
』
大
正
２
・
10
）
と
の
関
連
性
に
着
目
し
、
次
の
よ
う
に
述
べ

て
い
る
。

　
　



志
賀
直
哉
の
『
范
の
犯
罪
』
と
筋
立
て
が
似
て
い
る
こ
と
、
ま
た
主
人
公
三
右
衛
門
が
、
そ

の
時
そ
の
時
の
自
分
の
気
持
ち
に
忠
実
で
あ
ろ
う
と
す
る
、
ど
こ
か
志
賀
の
作
中
人
物
の
倫

理
的
潔
癖
感
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る

と
。
同
様
に
、
石
割
透
氏

（
２
）

も
本
作
を
、「
范
の
犯
罪
」
か
ら
の
明
ら
か
な
影
響
が
認
め
ら
れ

る
作
と
し
、〈
行
司
を
勤
め
た
際
の
三
右
衛
門
の
、
人
間
と
し
て
極
め
て
自
然
な
感
情
、
そ
れ
を

率
直
に
語
る
態
度
を
治
修
は
最
後
に
宥
す
〉
と
い
う
結
末
に
両
作
の
共
通
点
を
見
出
し
て
い
る
。

氏
は
さ
ら
に
、

　
　

「
南
京
の
基
督
」
に
既
に
志
賀
の
「
小
僧
の
神
様
」
の
影
響
が
認
め
ら
れ
る
が
、「
点
鬼
簿
」「
歯

車
」
と
「
暗
夜
行
路
」、「
或
阿
呆
の
一
生
」
の
「
八　

花
火
」
な
ど
と
「
和
解
」
の
部
分
的

な
影
響
関
係
の
み
な
ら
ず
、
芥
川
の
心
境
小
説
風
の
小
説
、
ま
た
、「
文
芸
的
な
、
余
り
に

文
芸
的
な
」
で
の
「
詩
に
近
い
小
説
」「
純
粋
な
小
説
」
の
発
言
が
、
多
分
に
志
賀
の
小
説

を
意
識
し
た
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
を
思
え
ば
、
初
期
の
未
定
稿
「
志
賀
直
哉
氏
の
短
篇
」
な

ど
を
含
め
て
、
時
間
の
中
で
の
芥
川
の
志
賀
文
学
受
容
の
変
化
の
質
が
、
こ
こ
で
改
め
て
検

討
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
人
間
と
し
て
の
自
然
な
感
情
を
率
直
に
語
り
な
が
ら
、「
狼
藉
者
」

を
許
さ
な
い
三
右
衛
門
の
態
度
は
、
そ
の
ま
ま
、
芥
川
の
文
学
に
お
け
る
、
作
品
の
型
と
内
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実
の
課
題
と
微
妙
に
関
わ
っ
て
い
よ
う
。
鴎
外
の
歴
史
小
説
に
お
け
る
立
場
と
芥
川
の
そ
れ

と
の
距
離
も
、
こ
の
作
品
あ
た
り
を
対
象
に
し
て
検
討
す
る
必
要
も
あ
ろ
う
か

と
述
べ
て
い
る
。
こ
こ
で
示
さ
れ
る
、
芥
川
の
作
品
史
上
で
の
志
賀
文
学
受
容
の
質
を
、
本
作
を

検
討
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
問
う
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
見
解
は
、
と
り
わ
け
示
唆
的
で
あ
る
。
本

稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
、「
范
の
犯
罪
」
と
本
作
と
の
比
較
考
察
を
行
い
た
い
。

そ
の
よ
う
な
作
業
を
通
し
て
、
本
作
の
特
質
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
、
本
稿
の
目
的
と
す
る
。

　
「
范
の
犯
罪
」
に
つ
い
て
は
、既
に
前
稿

（
３
）

に
お
い
て
作
品
解
釈
を
行
っ
て
お
り
、そ
の
中
で
、

規
範
的
存
在
で
あ
り
、
個
の
意
志
と
行
為
を
持
と
う
と
す
る
范
の
意
識
の
内
部
に
、
近
代
的
主
体

の
概
念
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
を
論
じ
た
。
こ
こ
で
言
う
近
代
的
主
体
と
は
、
自
律
的
に
生
き
る
個

人
の
こ
と
を
言
う
。
さ
ら
に
述
べ
る
と
、
合
理
的
に
判
断
す
る
能
力
を
持
ち
、
一
定
の
価
値
基
準

を
精
神
の
中
心
に
据
え
、
そ
の
基
準
に
準
拠
し
つ
つ
恒
常
的
に
一
貫
し
た
振
る
舞
い
を
成
し
う
る

と
い
う
よ
う
な
、
西
欧
近
代
に
生
じ
そ
の
後
定
着
を
み
た
概
念
を
指
し
て
い
る
。

　

前
稿
で
は
、
范
の
意
識
に
お
い
て
は
、
妻
と
別
れ
て
自
由
に
生
き
た
い
と
い
う
自
己
内
発
的
な

思
い
の
一
方
で
、
内
面
化
さ
れ
た
社
会
倫
理
に
照
ら
し
そ
れ
を
抑
え
る
と
い
う
二
重
性
を
認
め
る

こ
と
が
で
き
る
と
論
じ
た
。
范
に
あ
っ
て
は
、
社
会
的
期
待
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
自
我
が
偽
善

と
し
て
退
け
ら
れ
、
そ
う
し
た
対
他
的
、
社
会
的
な
自
我
を
剝
が
し
て
い
く
と
こ
ろ
に
純
粋
な
自

我
が
措
定
さ
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
内
な
る
実
体
と
し
て
の
自
我
を
貫
く
生
き
方
＝
〈
本
統
の
生

活
〉
が
志
向
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
范
は
、
個
の
自
律
性
を
保
と
う
と
し
て
お
り
、
謂
わ
ば

『
白
樺
』
派
の
自
我
信
仰
を
体
現
す
る
が
如
き
人
物
と
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
言
え
る
。
予
め

述
べ
て
お
く
と
、
そ
う
し
た
范
の
自
我
の
あ
り
よ
う
と
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
お
け
る
三
右
衛

門
の
自
我
の
あ
り
よ
う
と
が
、
如
何
に
違
っ
て
い
る
か
を
照
ら
し
出
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
、
本

稿
の
ね
ら
い
が
あ
る
。
で
は
、
先
行
す
る
「
范
の
犯
罪
」
を
、
本
作
は
ど
の
よ
う
に
書
き
換
え
て

行
っ
た
の
か
。
こ
の
こ
と
を
見
定
め
て
い
く
た
め
に
、
先
ず
は
、
両
作
の
共
通
点
と
相
違
点
と
を

確
認
し
て
お
く
。
そ
の
う
え
で
、
両
作
の
違
い
に
つ
い
て
詳
し
く
検
討
す
る
。
そ
う
し
た
道
筋
に

お
い
て
本
作
の
特
質
を
照
ら
し
出
し
、
大
正
末
期
、
価
値
観
が
大
き
く
変
容
す
る
時
代
の
中
に
作

品
を
位
置
づ
け
た
い
。

　

こ
れ
に
先
立
っ
て
、
両
作
の
類
似
点
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
く
。
先
行
研
究
で
既
に
触
れ
ら
れ

て
い
る
通
り
、小
説
の
筋
立
て
が
両
作
に
共
通
の
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
共
通
す
る
筋
立
て
と
は
、

以
下
の
通
り
で
あ
る
。

　

両
作
と
も
に
作
品
の
冒
頭
で
は
、全
知
の
語
り
手
に
よ
っ
て
事
件
の
概
略
が
説
明
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
し
た
導
入
部
の
後
、「
范
の
犯
罪
」
に
お
い
て
は
、
裁
判
官
に
よ
る
事
件
に
つ
い
て
の
尋
問

が
行
わ
れ
、
そ
れ
に
応
え
る
形
で
范
の
供
述
が
あ
る
。
こ
う
し
た
二
者
間
の
対
話
に
よ
っ
て
、
事

件
を
起
こ
す
に
至
る
范
の
心
理
が
露
呈
し
て
い
き
、
作
品
末
尾
で
は
、
そ
の
結
果
と
し
て
、
裁
判

官
に
よ
る
范
に
対
す
る
無
罪
判
決
が
下
さ
れ
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
で
も
、

三
右
衛
門
が
数
馬
を
切
り
伏
せ
た
事
件
に
つ
い
て
、
三
右
衛
門
が
御
前
に
呼
び
出
さ
れ
、
君
主
前

田
治
修

（
４
）

自
身
に
よ
っ
て
仔
細
が
尋
ね
ら
れ
、
二
者
の
対
話
の
な
か
で
、
三
右
衛
門
が
数
馬
を

討
ち
果
た
す
に
至
る
経
緯
が
そ
の
心
理
の
詳
細
と
と
も
に
明
か
さ
れ
る
。
最
後
に
治
修
の
〈
詮
な

い
こ
と
〉
で
あ
っ
た
と
す
る
許
し
の
言
葉
に
よ
っ
て
対
話
が
結
ば
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、両
作
は
、

相
通
じ
る
小
説
的
結
構
を
持
っ
て
お
り
、
芥
川
「
三
右
衛
門
の
罪
」
が
志
賀
「
范
の
犯
罪
」
を
踏

ま
え
て
創
作
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
論
を
俟
た
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
、
両
作
に
は

類
似
に
基
づ
く
差
異
が
見
受
け
ら
れ
る
。

　

例
え
ば
、二
作
品
は
前
述
し
た
通
り
小
説
の
筋
立
て
に
お
い
て
同
型
で
あ
る
と
言
え
る
の
だ
が
、

次
の
よ
う
な
差
異
を
有
し
て
い
る
。「
范
の
犯
罪
」
で
は
、
語
り
手
に
よ
っ
て
事
件
の
概
略
が
示

さ
れ
た
後
、
小
説
の
中
心
を
成
す
裁
判
官
と
范
の
対
話
部
分
の
前
に
、
座
長
と
助
手
に
よ
る
二
つ

の
供
述
が
は
さ
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
裁
判
官
が
法
に
基
づ
く
判
断
を
下
す
た
め
に
、
殺

人
と
い
う
結
果
を
も
た
ら
し
た
范
の
演
芸
や
、
范
と
妻
の
日
頃
の
様
子
に
つ
い
て
、
第
三
者
に
聴

取
す
る
と
い
う
意
味
合
い
を
持
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
一
方
で
、「
三
右
衛
門
の
罪
」に
お
い
て
は
、

代
わ
っ
て
、
語
り
手
に
よ
っ
て
事
件
の
概
略
が
示
さ
れ
た
後
、
小
説
の
中
心
を
成
す
治
修
と
三
右

衛
門
の
対
話
部
分
の
前
に
は
、
鷹
匠
喜
左
衛
門
と
鷹
匠
清
八
に
対
し
治
修
が
与
え
た
賞
罰
に
関
す

る
二
つ
の
事
例
が
は
ま
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、〈
治
修
の
事
を
處
す
る
面
目
の
一
端
を
語

つ
て
ゐ
る
〉
も
の
と
し
て
、
治
修
と
三
右
衛
門
と
の
対
話
の
前
提
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
そ
も
そ
も
、「
范
の
犯
罪
」
が
近
代
的
な
予
審
の
場
と
設

定
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
で
は
、
江
戸
時
代
後
期
の
文
化
・
文
政
時
代
、

加
賀
国
金
沢
藩
が
物
語
世
界
の
舞
台
と
さ
れ
て
お
り
、
近
代
と
近
世
と
い
う
時
代
区
分
の
点
で
大



11　　芥川龍之介「三右衛門の罪」における近代的主体の揺らぎ（下）―志賀直哉「范の犯罪」との比較を通して―

き
く
隔
た
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
う
し
た
時
代
の
相
違
を
一
先
ず
置
く
こ
と
と
し
、
以
下
に
、

前
述
し
た
両
作
の
類
似
に
基
づ
く
差
異
―
二
つ
の
挿
話
―
に
つ
い
て
、
考
察
を
試
み
た
い
。「
三

右
衛
門
の
罪
」
に
お
け
る
治
修
の
与
え
た
賞
罰
に
関
す
る
二
つ
の
挿
話
の
う
ち
、
一
つ
目
の
も
の

か
ら
見
て
い
こ
う
。
そ
れ
は
、
次
の
よ
う
な
事
例
で
あ
る
。

　

村
の
青
田
に
鶴
の
群
れ
が
確
認
さ
れ
た
と
の
鳥
見
役
か
ら
の
報
告
を
受
け
、
治
修
は
早
速
供
を

備
え
鷹
狩
り
に
赴
い
た
。
鷹
匠
の
喜
左
衛
門
は
、
こ
の
日
に
幕
府
よ
り
頂
戴
し
た
優
れ
た
鷹
、
富

士
司
を
、
君
主
治
修
に
放
た
せ
よ
う
と
し
て
い
た
。
と
こ
ろ
が
治
修
が
足
を
滑
ら
せ
た
拍
子
に
、

富
士
司
が
飛
び
上
が
っ
て
し
ま
い
、
獲
物
の
鶴
も
飛
び
去
っ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
こ
と
に
喜
左
衛

門
は
我
を
忘
れ
、
治
修
へ
の
怒
り
を
あ
ら
わ
に
す
る
。
そ
の
直
後
に
、
心
付
い
た
喜
左
衛
門
は
、

お
手
打
ち
を
覚
悟
し
て
治
修
の
前
に
蹲
踞
す
る
。
こ
う
し
た
喜
左
衛
門
に
対
し
、
治
修
は
、
以
後

御
鷹
部
屋
御
用
掛
を
命
じ
、
引
き
上
げ
る
と
さ
れ
る
。
正
直
さ
と
、
礼
を
失
し
た
行
為
を
顧
み
即

座
に
自
ら
の
命
を
君
主
に
ゆ
だ
ね
る
と
い
う
従
順
さ
と
を
持
つ
家
臣
へ
の
治
修
の
手
厚
い
処
遇
を

示
す
挿
話
と
な
っ
て
い
る
。

　

こ
れ
と
対
を
成
す
の
が
、
二
つ
目
の
挿
話
で
あ
る
。
鷹
匠
清
八
は
、
喜
左
衛
門
の
後
任
と
し
て

富
士
司
の
係
に
つ
い
て
い
る
。
あ
る
時
、
病
の
後
快
癒
し
た
富
士
司
の
容
態
を
、
治
修
か
ら
聞
か

れ
た
際
、〈
す
き
と
全
治
、
唯
今
で
は
人
を
も
把
り
兼
ね
ま
せ
ぬ
〉
と
答
え
た
。
こ
の
清
八
の
巧

言
を
憎
ん
だ
治
修
は
、〈
さ
ら
ば
人
を
把
ら
せ
て
見
よ
〉
と
命
じ
た
。
清
八
は
や
む
を
得
ず
、
富

士
司
に
人
を
襲
わ
せ
る
よ
う
訓
練
し
、
富
士
司
は
そ
れ
を
覚
え
た
。
然
る
後
、
清
八
は
、
治
修
の

御
前
で
、
前
言
に
偽
り
の
無
い
こ
と
を
証
す
る
場
を
持
つ
こ
と
と
な
る
。
そ
の
披
露
の
場
で
、
首

尾
よ
く
〈
富
士
司
〉
は
人
間
を
把
ら
え
、
即
座
に
清
八
は
、
通
常
の
鷹
狩
り
で
鷹
が
獲
物
を
捕
ら

え
た
際
に
す
る
よ
う
に
、
獲
物
で
あ
る
人
間
を
小
刃
で
仕
留
め
よ
う
と
し
て
、
治
修
に
制
止
さ
れ

る
。
こ
う
し
た
治
修
の
意
向
に
背
き
、
猶
も
人
を
刺
そ
う
と
し
た
清
八
は
、
そ
の
場
で
射
殺
さ
れ

る
―
。

　

こ
こ
に
示
さ
れ
て
い
る
喜
左
衛
門
と
清
八
と
の
対
比
が
、
治
修
の
求
め
る
人
材
像
を
図
式
に
お

い
て
描
き
出
し
て
い
る
こ
と
は
見
や
す
い
だ
ろ
う
。〈
聡
明
の
主
〉
で
あ
り
、〈
何
ご
と
に
よ
ら
ず
、

家
来
任
せ
と
云
ふ
こ
と
を
し
な
い
。
み
づ
か
ら
或
判
断
を
下
し
、
み
づ
か
ら
そ
の
実
行
を
命
じ
な

い
う
ち
は
心
を
安
ん
じ
な
い
〉
と
さ
れ
る
治
修
は
、
奇
妙
な
知
恵
で
は
な
く
、
主
君
に
一
身
を
尽

く
す
奉
公
心
が
あ
る
か
、
ま
た
実
直
で
、
腹
に
一
物
が
な
い
人
物
か
ど
う
か
を
見
定
め
、
人
材
と

し
て
用
い
よ
う
と
し
て
い
る
。
そ
の
半
面
に
お
い
て
、
清
八
の
よ
う
に
、
心
に
残
忍
さ
を
秘
め
る

者
を
周
到
に
排
除
す
る
。
利
口
さ
や
実
行
力
、或
い
は
残
虐
性
と
表
裏
で
あ
る
よ
う
な
勇
猛
さ
は
、

乱
世
を
生
き
る
武
士
に
は
必
要
と
さ
れ
た
か
も
し
れ
な
い
が
、
後
述
す
る
よ
う
に
、
幕
藩
体
制
の

最
後
の
安
定
期
で
あ
る
文
化
・
文
政
期
に
お
い
て
は
、
統
治
機
構
内
で
の
献
身
的
な
服
従
と
良
識

が
家
臣
に
求
め
ら
れ
て
い
た
。
二
つ
の
事
例
か
ら
は
、治
修
が
求
め
た
人
材
像
が
、端
的
に
伝
わ
っ

て
く
る
。

　

こ
こ
で
、「
范
の
犯
罪
」
と
の
比
較
に
戻
る
こ
と
と
し
た
い
。
見
て
き
た
よ
う
に
、両
作
と
も
に
、

裁
き
を
下
す
側
と
受
け
る
側
と
の
対
話
部
分
を
小
説
の
中
心
に
据
え
、
こ
れ
に
二
つ
の
挿
話
が
前

置
さ
れ
る
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
挿
話
に
は
、
一
方
で
は
、
殺
人
を
犯
し
た
范
の
行
為
を
客

観
的
に
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
の
に
対
し
、
一
方
で
は
、
治
修
が
賞
罰
を
与
え

る
際
の
行
為
の
内
実
を
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
と
い
う
効
果
が
あ
る
。「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
あ
っ

て
は
、「
范
の
犯
罪
」
と
違
い
、
裁
き
の
結
果
は
、
裁
き
を
受
け
る
三
右
衛
門
の
側
で
は
な
く
、

裁
き
を
下
す
治
修
の
側
に
、
多
く
を
負
う
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
を
、
両
作
の
重
要
な
差

異
と
し
て
こ
こ
に
指
摘
し
て
お
き
た
い
。

　

次
に
、
両
作
の
類
似
に
基
づ
く
差
異
の
一
つ
で
あ
る
、
范
と
三
右
衛
門
の
人
物
造
型
に
つ
い
て

見
て
い
く
。
先
ず
、
范
が
裁
判
官
の
前
に
登
場
す
る
箇
所
に
お
い
て
、
范
は
、

　
　



裁
判
官
は
助
手
の
支
那
人
を
下
げ
る
と
、
最
後
に
本
人
を
其
所
へ
連
れ
て
来
さ
し
た
。
范
は

引
き
し
ま
つ
た
蒼
い
顔
を
し
た
、賢
こ
さ
う
な
男
だ
つ
た
。一
眼
で
列
し
い
神
経
衰
弱
に
か
ゝ

つ
て
ゐ
る
事
が
裁
判
官
に
解
つ
た
。（
傍
線
引
用
者
。
以
下
同
様
。）

と
、
描
写
さ
れ
て
い
る
。
前
稿
で
述
べ
た
よ
う
な
、
人
生
に
曲
折
が
あ
り
、
現
在
旅
芸
人
に
身
を

落
と
し
て
い
る
も
の
の
知
的
な
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
あ
る
と
い
う
范
の
人
物
像
が
、〈
引
き
し
ま
っ

た
蒼
い
顔
〉
と
い
う
風
貌
に
よ
っ
て
表
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
こ
で
范
は
神
経
衰
弱
と
さ
れ
、

激
し
い
内
的
活
動
の
果
て
の
消
耗
が
、
外
見
に
も
表
れ
て
い
る
と
さ
れ
る
。

　

一
方
、
三
右
衛
門
は
、
治
修
の
御
前
に
連
れ
て
来
ら
れ
る
箇
所
に
お
い
て
、

　
　



仰
せ
を
蒙
つ
た
三
右
衛
門
は
恐
る
恐
る
御
前
へ
伺
候
し
た
。
し
か
し
悪
び
れ
た
気
色
な
ど
は

見
え
な
い
。
色
の
浅
黒
い
、
筋
肉
の
引
き
緊
つ
た
、
多
少
疳
癖
の
あ
る
ら
し
い
顔
に
は
決
心
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の
影
さ
へ
仄
め
い
て
ゐ
る
。

と
、〈
色
の
浅
黒
い
、
筋
肉
の
引
き
緊
つ
た
、
多
少
疳
癖
の
あ
る
ら
し
い
顔
〉
の
描
写
が
な
さ
れ

て
い
る
。
こ
れ
は
、
三
右
衛
門
の
身
分
が
武
士
で
あ
り
、
特
に
、
決
戦
兵
力
た
る
馬
廻
り
役
を
勤

め
て
い
る
と
い
う
役
職
に
ふ
さ
わ
し
い
も
の
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
見
て
き
た
よ
う
に
、
三
右
衛
門

は
、「
范
の
犯
罪
」
に
お
け
る
范
の
人
物
像
を
、
先
ず
容
貌
の
描
写
に
よ
っ
て
表
す
表
現
方
法
を

踏
襲
し
つ
つ
、〈
引
き
し
ま
っ
た
蒼
い
顔
〉
で
は
な
く
、〈
色
の
浅
黒
い
、
筋
肉
の
引
き
緊
つ
た
、

多
少
疳
癖
の
あ
る
ら
し
い
顔
〉
と
す
る
こ
と
で
、
三
右
衛
門
が
武
士
た
る
社
会
階
層
に
ふ
さ
わ
し

い
人
物
で
あ
る
と
印
象
付
け
て
い
る
。

二
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
お
け
る
治
修
と
三
右
衛
門
の
相
互
性

　

前
章
で
、
両
作
の
類
似
に
基
づ
く
差
異
に
つ
い
て
述
べ
て
き
た
。
そ
の
な
か
で
、
三
右
衛
門
が

前
田
治
修
に
仕
え
、
馬
廻
り
役
を
勤
め
て
い
た
こ
と
に
も
言
及
し
た
。
馬
廻
り
役
は
戦
時
の
兵
力

故
、
武
芸
に
秀
で
た
者
が
任
じ
ら
れ
る
役
職
で
あ
る
と
と
も
に
、
平
時
に
お
い
て
、
主
君
の
側
近

と
し
て
護
衛
に
あ
た
る
、
い
わ
ば
親
衛
隊
と
し
て
の
役
割
を
担
っ
て
い
た
。

　

作
中
に
は
、〈
治
修
は
三
右
衛
門
へ
、
ふ
だ
ん
か
ら
特
に
目
を
か
け
て
ゐ
る
〉
と
述
べ
ら
れ
て

い
る
が
、
三
右
衛
門
が
治
修
の
信
を
身
に
受
け
る
こ
と
と
な
る
契
機
は
、
治
修
の
護
衛
に
あ
た
り

乱
心
者
を
取
り
押
え
た
際
の
出
来
事
に
ま
で
遡
る
。
こ
の
時
、
三
右
衛
門
は
、
額
の
傷
を
負
っ
た

の
だ
が
、
こ
れ
が
後
傷
で
は
な
く
、
敵
に
正
面
か
ら
向
か
っ
て
い
っ
て
で
き
た
傷
で
あ
る
こ
と
が

重
要
で
、
三
右
衛
門
が
果
敢
に
行
為
を
し
た
結
果
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
こ
の
よ
う
に
臣
下
と
し

て
の
本
分
を
全
う
し
勤
め
を
忠
実
に
果
た
し
た
三
右
衛
門
に
対
し
、治
修
は
褒
美
を
与
え
て
い
る
。

　

ま
た
、
こ
の
時
三
右
衛
門
は
、
治
修
か
ら
傷
を
心
配
す
る
言
葉
を
か
け
ら
れ
た
が
、〈
か
ほ
ど

の
傷
も
痛
ま
な
け
れ
ば
、
活
き
て
ゐ
る
と
は
申
さ
れ
ま
せ
ぬ
〉
と
、
心
に
裏
表
な
く
、
言
葉
を
飾

ら
ず
に
返
答
す
る
。
こ
れ
も
、
治
修
か
ら
の
信
を
得
る
大
き
な
理
由
と
な
っ
て
い
る
だ
ろ
う
。
先

に
、
鷹
匠
喜
左
衛
門
と
清
八
に
対
す
る
裁
き
の
事
例
で
も
確
認
し
て
き
た
よ
う
に
、
治
修
の
家
臣

に
求
め
る
美
徳
は
、
心
に
偽
り
が
な
く
、
臣
下
と
し
て
主
君
に
真
心
で
仕
え
る
と
い
う
《
忠
》
で

あ
っ
た
。
三
右
衛
門
は
、
こ
の
よ
う
な
点
で
、
治
修
か
ら
贔
屓
に
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
で
は
、
治
修
と
三
右
衛
門
の
日
頃
の
信
頼
関
係
が
予
め
示

さ
れ
た
後
に
、治
修
か
ら
三
右
衛
門
へ
、多
門
殺
害
に
対
す
る
問
い
た
だ
し
が
行
わ
れ
て
い
る
。「
范

の
犯
罪
」
で
は
、
裁
判
官
と
范
は
予
審
と
い
う
場
を
越
え
た
関
係
性
を
持
た
ず
、
裁
判
官
は
、
殺

人
と
い
う
行
為
に
対
し
、法
に
照
ら
し
た
客
観
的
な
判
決
を
下
す
こ
と
こ
そ
が
求
め
ら
れ
て
い
た
。

こ
の
点
に
比
し
て
み
る
と
、両
作
に
お
け
る
裁
く
側
と
裁
か
れ
る
側
の
関
係
性
の
問
題
に
お
い
て
、

相
違
が
著
し
い
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
述
べ
る
と
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
で
は
、
ど
の
よ
う
な

判
決
が
下
さ
れ
る
か
で
は
な
く
、
判
決
に
至
る
、
治
修
と
三
右
衛
門
の
相
互
の
関
係
性
を
こ
そ
見

せ
て
い
く
と
こ
ろ
に
、
小
説
の
力
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う
な
の
だ
。
以
下
、
こ
の
点
に
つ
い
て

論
じ
て
い
く
こ
と
と
す
る
。

　
「
范
の
犯
罪
」
と
同
様
、
殺
人
に
関
す
る
治
修
と
三
右
衛
門
と
の
対
話
部
分
に
、
小
説
の
中
心

が
あ
る
こ
と
は
前
述
し
た
通
り
で
あ
る
。
し
か
し
、「
三
右
衛
門
の
罪
」
で
は
、
二
者
の
発
話
の

合
間
に
、
三
右
衛
門
の
語
る
態
度
や
、
治
修
の
聞
き
、
尋
ね
る
態
度
の
描
写
が
、
細
か
く
挿
入
さ

れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
。
予
め
述
べ
て
お
く
と
、
本
作
は
、
治
修
が
三
右
衛
門
の
語
り
を
ど
の

よ
う
に
引
き
出
し
て
い
る
か
と
い
う
こ
と
を
含
み
、
両
者
が
相
互
に
働
き
か
け
て
成
立
す
る
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
あ
り
よ
う
を
、
言
語
に
よ
る
や
り
と
り
以
上
に
、
非
言
語
に
よ
る
や
り
と

り
の
形
で
示
し
て
い
く
作
品
と
言
え
る
。
こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
見
て
い
く
こ
と
と
し
た
い
が
、

次
に
、
治
修
の
聞
き
、
尋
ね
る
態
度
が
記
さ
れ
て
い
る
本
文
を
、
順
に
挙
げ
て
お
く
。

　
　

①
治
修
は
ま
づ
か
う
尋
ね
た

　
　

②
治
修
は
ち
よ
い
と
考
へ
た
後
、
念
を
押
す
や
う
に
尋
ね
直
し
た

　
　

③
治
修
は
顔
色
を
和
げ
た
ま
ま
、
静
か
に
三
右
衛
門
の
話
し
出
す
の
を
待
つ
た

　
　



④
治
修
は
少
時
黙
つ
た
な
り
、
何
か
考
へ
て
ゐ
る
ら
し
か
つ
た
。
が
、
急
に
気
を
変
え
た
や

う
に
、
今
度
は
三
右
衛
門
の
数
馬
を
殺
し
た
当
夜
の
こ
と
へ
問
を
写
し
た

　
　


⑤
治
修
は
ぢ
つ
と
三
右
衛
門
を
眺
め
た
。〈
中
略
〉
治
修
は
も
う
一
度
促
す
や
う
に
、
同
じ

言
葉
を
繰
り
返
し
た

　
　



⑥
治
修
は
い
つ
か
別
人
の
や
う
に
、
威
厳
の
あ
る
態
度
に
変
つ
て
ゐ
た
。
こ
の
態
度
を
急
変

す
る
の
は
治
修
の
慣
用
手
段
の
一
つ
で
あ
る

　
　



⑦
治
修
は
ち
よ
つ
と
眉
を
ひ
そ
め
た
。
が
、
目
は
相
不
変
厳
か
に
三
右
衛
門
の
顔
に
注
が
れ



13　　芥川龍之介「三右衛門の罪」における近代的主体の揺らぎ（下）―志賀直哉「范の犯罪」との比較を通して―

て
い
る

　
　

⑧
治
修
は
愈
眉
を
ひ
そ
め
た

　
　

⑨
治
修
は
黙
然
と
耳
を
傾
け
て
ゐ
る
ば
か
り
だ
つ
た

　
　


⑩
治
修
は
や
や
苦
に
が
し
げ
に
、
相
不
変
ち
よ
つ
と
口
を
噤
ん
だ
三
右
衛
門
の
話
を
催
促
し

た

　
　



⑪
い
つ
か
機
嫌
を
直
し
た
治
修
は
大
様
に
何
度
も
頷
い
て
見
せ
た
。「
好
い
。
好
い
。
そ
ち

の
心
底
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
そ
ち
の
し
た
こ
と
は
悪
い
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
も

詮
な
い
こ
と
じ
や
。
唯
、
こ
の
後
は
―
」
治
修
は
言
葉
を
終
わ
ら
ず
に
、
ち
ら
り
と
三
右
衛

門
の
顔
を
眺
め
た
。「
そ
ち
は
一
太
刀
打
つ
た
時
に
、数
馬
と
申
す
こ
と
を
知
つ
た
の
ぢ
や
な
。

で
は
な
ぜ
打
ち
果
す
の
を
控
へ
な
か
つ
た
の
ぢ
や
？
」

　

続
け
て
、
三
右
衛
門
の
語
る
態
度
が
記
さ
れ
て
い
る
文
を
、
次
に
引
用
す
る
。

　
　

〈
１
〉三
右
衛
門
は
恐
る
恐
る
御
前
へ
伺
候
し
た
。し
か
し
悪
び
れ
た
気
色
な
ど
は
見
え
な
い
。

色
の
浅
黒
い
、
筋
肉
の
引
き
緊
つ
た
、
多
少
疳
癖
の
あ
る
ら
し
い
顔
に
は
決
心
の
影
さ
へ
仄

め
い
て
ゐ
る
（
①
と
対
応
）

　
　
〈

２
〉
三
右
衛
門
は
ち
よ
つ
と
云
ひ
澱
ん
だ
。
尤
も
云
は
う
か
云
ふ
ま
い
か
と
た
め
ら
つ
て

ゐ
る
気
色
と
は
見
え
な
い
。
一
応
云
ふ
こ
と
の
順
序
か
何
か
考
へ
て
ゐ
る
ら
し
い
面
持
ち

で
あ
る
（
③
と
対
応
）

　
　
〈
３
〉
其
処
に
又
短
い
沈
黙
が
あ
つ
た

　
　

〈
４
〉
三
右
衛
門
は
ち
よ
つ
と
言
葉
を
切
り
、
更
に
言
葉
を
と
云
ふ
よ
り
は
、
吐
息
を
す
る

や
う
に
つ
け
加
へ
た

　
　
〈
５
〉
三
右
衛
門
は
袴
へ
目
を
落
し
た
き
り
、容
易
に
口
を
開
か
う
と
も
し
な
い
（
⑤
と
対
応
）

　
　

〈
６
〉
三
右
衛
門
は
や
は
り
目
を
伏
せ
た
ま
ま
、
や
つ
と
噤
ん
で
ゐ
た
口
を
開
い
た
。
し
か

し
そ
の
口
を
漏
れ
た
言
葉
は
「
な
ぜ
」
に
対
す
る
答
で
は
な
い
。
意
外
に
も
甚
だ
悄
然
と
し

た
、
罪
を
謝
す
る
言
葉
で
あ
る
（
⑥
と
対
応
）

　
　

〈
７
〉
語
り
終
つ
た
三
右
衛
門
は
今
更
の
や
う
に
頭
を
垂
れ
た
。
額
に
は
師
走
の
寒
さ
と
云

ふ
の
に
汗
さ
へ
か
す
か
に
光
つ
て
ゐ
る
（
⑫
と
対
応
）

　
　

〈
８
〉
三
右
衛
門
は
治
修
に
か
う
問
は
れ
る
と
、
昂
然
と
浅
黒
い
顔
を
起
し
た
。
そ
の
目
に

は
又
前
に
あ
つ
た
、不
敵
な
赫
き
も
宿
つ
て
ゐ
る
。「
そ
れ
は
打
ち
果
さ
ず
に
置
か
れ
ま
せ
ぬ
。

三
右
衛
門
は
御
家
来
で
は
ご
ざ
い
ま
す
る
。
と
は
云
へ
侍
で
も
ご
ざ
い
ま
す
る
。
数
馬
は
気

の
毒
に
思
ひ
ま
し
て
も
、
狼
藉
者
は
気
の
毒
に
思
ひ
ま
せ
ぬ
。」（
⑫
と
対
応
）

　

こ
こ
に
引
用
し
た
三
右
衛
門
の
語
る
態
度
が
、
先
に
挙
げ
た
治
修
の
聞
き
、
尋
ね
る
態
度
と
ど

の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
見
る
た
め
、
治
修
の
聞
き
、
尋
ね
る
態
度
が
記
さ
れ
た
本
文
を
羅

列
し
た
際
文
頭
に
つ
け
た
①
～
⑫
の
番
号
を
、
こ
れ
に
対
応
す
る
三
右
衛
門
の
語
る
態
度
が
記
さ

れ
て
い
る
〈
１
〉
～
〈
８
〉
の
文
の
後
ろ
に
付
し
た
。

　

先
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
の
は
、
治
修
と
三
右
衛
門
と
の
間
に
行
わ
れ
る
非
言
語
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
で
あ
る
。
治
修
は
最
初
、
数
馬
の
一
件
に
つ
い
て
、
穏
や
か
に
三
右
衛
門

に
尋
ね
、
話
を
聞
い
て
い
る
。
③
に
〈
顔
を
和
ら
げ
た
ま
ま
〉
と
あ
る
通
り
だ
。
そ
し
て
、
こ
の

部
分
に
お
い
て
、
三
右
衛
門
が
言
葉
で
語
っ
て
い
る
内
容
は
、
数
日
前
、
数
馬
と
多
門
の
試
合
の

行
司
役
を
勤
め
、
数
馬
を
負
け
と
す
る
判
定
を
し
、
そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
一
方
的
に
数
馬
に
憎
ま

れ
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
治
修
の
〈
数
馬
は
そ
ち
の
行
司
に
依
怙
が
あ
る
と
思
う
た
の
ぢ
や

な
？
〉
と
い
う
問
い
に
、三
右
衛
門
は
〈
わ
た
く
し
は
依
怙
は
致
し
ま
せ
ぬ
〉
と
断
言
し
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
決
然
と
し
た
物
言
い
は
、
そ
の
後
の
や
り
と
り
の
中
で
鈍
っ
て
い
く
。
三
右
衛
門
が

続
き
語
る
内
容
は
、
そ
の
試
合
の
勝
敗
が
数
馬
の
目
録
の
授
与
に
関
わ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
数
馬

に
と
っ
て
大
事
な
試
合
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、
試
合
前
日
に
三
右
衛
門
に
対
し

数
馬
が
自
ら
の
無
礼
―
三
右
衛
門
に
は
全
く
思
い
当
た
る
節
が
な
い
―
を
詫
び
て
い
た
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。
即
ち
、
こ
こ
か
ら
、
三
右
衛
門
が
そ
の
無
礼
を
許
さ
ず
に
数
馬
を
憎
み
不
公
平
な
行

司
を
行
っ
た
た
め
に
数
馬
は
目
録
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
の
だ
と
、
数
馬
本
人
は
考
え
て

い
た
だ
ろ
う
と
い
う
ス
ト
ー
リ
ー
が
導
き
出
せ
る
。
そ
う
し
た
い
わ
ば
意
趣
返
し
と
い
う
意
味
合

い
で
、
数
馬
が
三
右
衛
門
に
斬
り
か
か
っ
た
と
い
う
推
測
が
成
り
立
つ
訳
だ
が
、
そ
う
で
あ
る
と

す
れ
ば
、
三
右
衛
門
に
は
非
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
に
反
し
て
、〈
３
〉
や
〈
４
〉
に
あ
る
よ

う
に
〈
沈
黙
〉
や
〈
吐
息
〉
を
交
え
て
語
る
三
右
衛
門
の
態
度
に
は
、
数
馬
の
死
を
思
い
、
深
く

悔
や
む
よ
う
な
心
情
が
滲
む
。
こ
う
し
た
と
こ
ろ
に
、
治
修
は
三
右
衛
門
の
心
中
に
何
か
が
秘
め

ら
れ
て
い
る
こ
と
を
鋭
く
感
じ
取
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
治
修
は
、
④
に
あ
る
よ
う
に
、〈
黙
つ
た

な
り
、
何
か
考
へ
て
ゐ
る
ら
し
〉
い
そ
ぶ
り
で
聞
い
て
い
る
。
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急
展
開
を
み
せ
る
の
は
、
そ
れ
以
降
で
あ
る
。
闇
討
ち
を
仕
掛
け
て
き
た
相
手
を
三
右
衛
門
が

返
り
討
ち
に
し
た
際
、
斬
り
か
か
っ
て
き
た
の
が
数
馬
だ
と
な
ぜ
認
識
で
き
た
の
か
と
い
う
問
い

が
、
治
修
に
よ
っ
て
な
さ
れ
る
。
⑤
の
よ
う
に
、
こ
れ
に
対
し
言
い
淀
む
三
右
衛
門
の
態
度
に
、

治
修
は
三
右
衛
門
が
隠
し
て
い
る
も
の
が
あ
る
こ
と
を
確
信
し
、
そ
れ
を
明
か
す
よ
う
に
促
す
。

そ
の
方
法
は
、〈
治
修
の
慣
用
手
段
の
一
つ
〉
だ
と
さ
れ
て
い
る
が
、
⑥
に
あ
る
よ
う
に
〈
別
人

の
よ
う
に
〉
急
に
態
度
を
変
え
、
厳
し
く
問
い
た
だ
す
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
受
け
三
右

衛
門
は
、
こ
の
問
い
へ
の
直
接
的
な
返
答
を
す
る
前
に
、〈
あ
た
ら
御
役
に
立
つ
侍
を
一
人
、
刀

の
錆
に
致
し
た
の
は
三
右
衛
門
の
罪
で
ご
ざ
い
ま
す
る

（
５
）〉

と
、〈
悄
然
〉
と
し
た
態
度
で
謝
罪

の
言
葉
を
口
に
す
る
。
治
修
が
重
々
し
い
態
度
に
転
じ
た
こ
と
に
即
座
に
反
応
し
て
、
家
臣
と
し

て
忠
義
の
上
か
ら
自
ら
の
罪
を
詫
び
て
お
り
、
こ
こ
に
お
い
て
三
右
衛
門
の
言
動
が
一
変
す
る
。

　

こ
れ
を
契
機
と
し
て
、
三
右
衛
門
は
前
言
を
翻
し
、〈
わ
た
く
し
は
行
司
を
勤
め
た
時
に
、
依

怙
の
振
舞
ひ
を
致
し
ま
し
た
〉
と
白
状
を
始
め
る
。
自
ら
が
公
平
な
判
定
を
し
よ
う
と
意
識
す
る

あ
ま
り
、〈
心
の
秤
り
〉
に
〈
一
毫
を
加
へ
た
ほ
ど
の
吊
合
ひ
の
狂
ひ
〉
が
生
じ
て
不
公
平
に
陥
り
、

数
馬
を
負
け
と
し
て
し
ま
っ
た
と
い
う
心
中
を
明
か
し
て
い
く
。
そ
し
て
、
そ
の
意
図
は
、
決
し

て
数
馬
を
憎
ん
で
と
い
う
の
で
は
な
く
、
日
頃
の
数
馬
の
芸
―
〈
眞
と
も
に
敵
を
迎
え
る
正
道
の

芸
〉
―
に
期
待
を
か
け
て
い
た
が
故
、
そ
の
贔
屓
目
の
分
だ
け
を
引
き
算
し
よ
う
と
し
た
と
こ
ろ

に
あ
っ
た
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
加
減
が
効
か
ず
、
不
公
平
を
生
じ
さ
せ
て
し
ま
う
と
い
う
皮
肉
な

結
果
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
の
だ
と
言
う
。

　

三
右
衛
門
は
数
馬
に
申
し
訳
な
く
思
っ
て
お
り
、
そ
う
し
た
自
ら
悔
や
む
気
持
ち
が
あ
っ
た
た

め
に
、
闇
討
ち
に
あ
っ
た
際
相
手
は
数
馬
と
悟
っ
た
の
だ
と
、
先
の
問
い
に
対
し
返
答
す
る
。
そ

の
上
で
、〈
且
は
先
刻
も
申
し
た
通
り
、
一
か
ど
の
御
用
も
勤
ま
る
侍
に
む
ざ
と
命
を
損
さ
せ
た

の
は
、
何
よ
り
も
上
へ
対
し
奉
り
、
申
し
訳
の
な
い
こ
と
と
思
つ
て
居
り
ま
す
る
〉
と
、
改
め
て

忠
義
の
上
か
ら
の
謝
罪
を
繰
り
返
し
て
い
る
。
三
右
衛
門
か
ら
自
ら
の
心
中
―
公
平
さ
や
正
道
を

求
め
て
い
た
の
だ
が
、
意
図
と
離
反
し
た
結
果
を
招
い
て
し
ま
っ
た
―
を
打
ち
明
け
さ
せ
、
誠
実

な
謝
罪
の
言
葉
を
引
き
出
し
た
治
修
は
、⑪
に
あ
る
よ
う
に
、〈
大
様
に
何
度
も
頷
い
て
見
せ
〉、〈
そ

ち
の
心
底
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
そ
ち
の
し
た
こ
と
は
悪
い
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
も
詮

な
い
こ
と
ぢ
や
〉
と
の
言
葉
を
返
し
て
い
く
。

　

見
て
き
た
よ
う
に
、
三
右
衛
門
の
（
わ
た
く
し
は
依
怙
は
致
し
ま
せ
ぬ
）
と
い
う
言
述
が
〈
依

怙
の
振
舞
ひ
を
致
し
ま
し
た
〉
へ
と
転
じ
て
い
く
事
態
は
、
治
修
の
聞
き
、
尋
ね
る
態
度
の
急
変

に
呼
応
し
て
生
じ
て
い
た
。
こ
こ
に
端
的
な
よ
う
に
、
三
右
衛
門
の
語
り
に
は
治
修
の
関
与
が
大

き
く
、
両
者
の
対
話
は
、
一
方
的
に
語
ら
れ
、
一
方
的
に
聞
か
れ
る
と
い
う
も
の
に
な
っ
て
い
な

い
。
ま
た
、
聞
き
手
に
積
極
的
な
働
き
か
け
が
あ
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
言
語
の
位
相
に

お
け
る
や
り
と
り
に
留
ま
ら
ず
、
沈
黙
や
呼
吸
、
表
情
や
身
振
り
と
い
っ
た
非
言
語
の
層
に
及
ん

で
行
わ
れ
て
お
り
、
対
話
の
最
後
で
は
、
治
修
と
三
右
衛
門
の
日
頃
の
関
係
性
を
背
景
に
、
両
者

の
微
妙
な
気
持
ち
の
通
じ
合
い
が
成
立
し
て
い
る
。

　

さ
ら
に
注
目
し
た
い
の
は
、
見
て
き
た
よ
う
な
両
者
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、
三
右

衛
門
の
頭
が
下
が
っ
て
く
る
と
い
う
話
し
手
の
体
の
傾
き
で
あ
る
。
最
初
三
右
衛
門
は
〈
１
〉
に

挙
げ
た
よ
う
に
〈
顔
に
は
決
心
の
影
さ
へ
仄
め
い
て
い
る
〉
と
あ
り
、
顔
を
上
げ
て
い
る
。
そ
こ

に
は
〈
悪
び
れ
た
気
色
な
ど
は
見
え
な
い
〉。
し
か
し
、
三
右
衛
門
が
数
馬
を
返
り
討
ち
に
し
た

際
暗
が
り
に
も
関
わ
ら
ず
数
馬
だ
と
な
ぜ
認
識
で
き
た
の
か
と
問
わ
れ
た
際
、
三
右
衛
門
は
口
ご

も
り
、
そ
の
様
子
は
、〈
５
〉
に
あ
る
よ
う
に
〈
袴
へ
目
を
落
と
し
た
き
り
〉
と
あ
る
。
こ
れ
に

対
し
治
修
の
さ
ら
な
る
追
及
に
遭
う
こ
と
と
な
る
の
だ
が
、
そ
の
際
の
三
右
衛
門
は
、〈
６
〉
の

通
り
〈
目
を
伏
せ
た
ま
ま
〉
で
噤
ん
で
い
た
口
を
漸
く
開
け
る
と
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
公
平
で
あ

ろ
う
と
す
る
た
め
に
不
公
平
に
陥
っ
て
し
ま
っ
た
と
い
う
〈
心
の
秤
り
〉
の
狂
い
を
打
ち
明
け
、

一
角
の
臣
下
を
無
碍
に
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
を
治
修
に
詫
び
る
。〈
７
〉の
如
く
、三
右
衛
門
は〈
今

更
の
よ
う
に
頭
を
垂
れ
た
〉
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
最
初
上
が
っ
て
い
た
顔
は
、
先
ず
目

線
が
下
が
り
、
語
り
終
え
る
頃
に
は
、
頭
全
体
が
下
げ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
た
。
こ
う
し
た
顔

の
下
方
へ
の
傾
き
は
、
主
君
た
る
治
修
と
の
や
り
と
り
の
中
で
、
家
臣
と
し
て
服
す
る
心
が
、
行

為
と
し
て
表
出
し
て
き
た
も
の
と
受
け
取
ら
れ
る
。

　

こ
こ
で
一
層
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
こ
の
後
、
一
た
び
治
修
に
対
し
下
げ
ら
れ
た
三
右
衛

門
の
頭
が
、
再
び
起
こ
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

　
　



語
り
終
つ
た
三
右
衛
門
は
今
更
の
や
う
に
頭
を
垂
れ
た
。
額
に
は
師
走
の
寒
さ
と
云
ふ
の
に

汗
さ
へ
か
す
か
に
光
つ
て
ゐ
る
。
い
つ
か
機
嫌
を
直
し
た
治
修
は
大
様
に
何
度
も
頷
い
て
見

せ
た
。



15　　芥川龍之介「三右衛門の罪」における近代的主体の揺らぎ（下）―志賀直哉「范の犯罪」との比較を通して―

　
　

「
好
い
。
好
い
。
そ
ち
の
心
底
は
わ
か
つ
て
ゐ
る
。
そ
ち
の
し
た
こ
と
は
悪
い
こ
と
か
も
知

れ
ぬ
。
し
か
し
そ
れ
も
詮
な
い
こ
と
ぢ
や
。
唯
こ
の
後
は
―
。」

　
　

治
修
は
言
葉
を
終
ら
ず
に
、
ち
ら
り
と
三
右
衛
門
の
顔
を
眺
め
た
。

　
　

「
そ
ち
は
一
太
刀
打
つ
た
時
に
、
数
馬
と
申
す
こ
と
を
知
つ
た
の
ぢ
や
な
。
で
は
な
ぜ
討
ち

果
す
の
を
控
へ
な
か
つ
た
の
ぢ
や
？
」

　
　



三
右
衛
門
は
治
修
に
か
う
問
は
れ
る
と
、
昂
然
と
浅
黒
い
顔
を
起
し
た
。
そ
の
目
に
は
又
前

に
あ
つ
た
、
不
敵
な
赫
き
も
宿
つ
て
ゐ
る
。

　
　

「
そ
れ
は
打
ち
果
た
さ
ず
に
は
置
か
れ
ま
せ
ぬ
。
三
右
衛
門
は
ご
家
来
で
は
あ
り
ま
す
る
。

と
は
云
へ
又
侍
で
も
ご
ざ
い
ま
す
る
。
数
馬
は
気
の
毒
に
思
ひ
ま
し
て
も
、
狼
藉
者
は
気
の

毒
に
は
思
ひ
ま
せ
ぬ
。」（

６
）

と
、
結
末
に
至
り
三
右
衛
門
の
顔
は
上
が
っ
て
い
る
。
と
同
時
に
、〈
数
馬
に
済
ま
ぬ
と
申
す
気

持
ち
を
持
〉
ち
〈
上
へ
対
し
奉
り
、申
し
訳
の
な
い
こ
と
〉
と
さ
れ
て
い
た
筈
が
、一
転
し
て
〈
狼

藉
者
は
気
の
毒
に
は
思
ひ
ま
せ
ぬ
〉
と
数
馬
へ
の
謝
罪
の
気
持
ち
を
持
た
な
い
と
変
え
ら
れ
て
い

る
。
頭
を
下
げ
て
謝
し
、
許
し
を
得
た
そ
の
瞬
間
に
、
今
度
は
、
頭
を
上
げ
謝
罪
の
気
持
ち
は
な

い
と
昂
然
と
述
べ
て
い
る
訳
で
、
人
格
が
豹
変
し
た
と
言
う
他
は
な
い
。
こ
の
よ
う
に
三
右
衛
門

の
凡
そ
一
貫
性
を
欠
い
た
言
動
を
、
ど
の
よ
う
に
解
釈
す
べ
き
だ
ろ
う
か
。

　

こ
の
問
い
を
考
え
る
上
で
、
次
の
言
述
は
看
過
で
き
な
い
。〈
三
右
衛
門
は
ご
家
来
で
は
ご
ざ

い
ま
す
る
。
と
は
云
へ
又
侍
で
も
ご
ざ
い
ま
す
る
。
数
馬
は
気
の
毒
に
思
ひ
ま
し
て
も
、
狼
藉
者

は
気
の
毒
に
思
ひ
ま
せ
ぬ
〉
と
。
即
ち
、
斬
り
か
か
っ
て
き
た
乱
暴
者
を
討
ち
返
し
た
行
為
は
、

侍
と
し
て
、
当
を
得
た
行
為
で
あ
る
と
申
し
述
べ
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
言
わ
れ
て
い

る
こ
と
は
、
武
士
道
の
理
に
鑑
み
る
と
解
し
や
す
い
。
例
え
ば
、
江
戸
時
代
の
佐
賀
藩
鍋
嶋
家
家

臣
山
本
常
朝
に
よ
る
談
話
筆
録
の
書
『
葉
隠
』（

７
）

は
、
こ
の
時
代
に
あ
っ
て
、
戦
国
の
遺
風
を

受
け
続
い
た
武
士
道
論
の
、
典
型
と
も
位
置
付
け
ら
れ
る
作
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
、

　
　



何
某
喧
嘩
打
返
を
せ
ぬ
ゆ
へ
は
じ
に
成
た
り
。
打
返
の
仕
様
は
踏
懸
て
切
殺
さ
る
ゝ
事
也
。

是
迄
恥
に
不
成
也
。（
聞
書
一
、五
五
）

　
　



武
士
は
万
事
に
心
を
つ
け
、
少
に
て
も
後
れ
に
成
べ
き
事
を
嫌
ふ
べ
き
也
。
就
中
、
物
言
に

不
吟
味
な
れ
ば
、「
我
臆
病
也
」、「
其
時
は
逃
可
申
」、「
お
そ
ろ
し
や
」、「
痛
い
」
な
ど
ゝ

い
ふ
事
有
。
ざ
れ
に
も
、
戯
に
も
、
寝
言
に
も
、
た
わ
言
に
も
、
言
ま
じ
き
詞
な
り
。（
聞

書
一
、一
一
七
）

と
あ
る
。『
葉
隠
』
は
、
泰
平
の
時
代
に
あ
っ
て
も
、
藩
内
で
整
備
さ
れ
た
官
僚
制
の
も
と
で
の

文
官
と
し
て
の
役
割
の
み
な
ら
ず
、
な
お
戦
士
的
武
士
で
あ
り
続
け
る
こ
と
の
意
義
と
価
値
を
説

く
（
８
）

も
の
と
解
釈
さ
れ
る
書
で
あ
る
が
、
そ
の
中
で
は
、
死
の
覚
悟
を
武
士
の
根
本
態
度
と
し

つ
つ
、
そ
れ
を
日
常
生
活
で
発
揮
す
る
こ
と
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
引
用
し
た
部
分
に
見
ら
れ
る

よ
う
に
、
自
ら
へ
の
暴
力
が
生
じ
た
場
合
は
、
即
座
に
反
応
し
、
報
復
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、

〈
後
れ
に
成
べ
き
事
〉
は
避
け
ね
ば
な
ら
ず
、
臆
病
さ
が
嫌
悪
さ
れ
て
い
る
。
身
に
危
険
が
迫
っ

た
時
も
、
直
情
的
に
果
敢
な
対
応
を
取
り
、
臆
病
な
物
言
い
を
し
な
い
こ
と
が
推
奨
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
武
士
道
を
論
じ
た
書
を
傍
ら
に
置
い
て
三
右
衛
門
の
言
動
を
眺
め
て
み

る
と
、
結
末
部
分
に
お
け
る
別
人
格
と
も
思
え
る
程
の
変
わ
り
様
は
、
武
士
の
体
面
を
取
り
戻
し

た
故
の
変
貌
で
あ
る
と
意
味
づ
け
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

そ
う
で
あ
る
と
す
る
と
、
本
作
の
中
心
を
成
す
治
修
と
三
右
衛
門
の
対
話
部
分
の
展
開
を
、
三

段
階
に
分
け
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
第
一
に
、
三
右
衛
門
は
、〈
色
の
浅
黒
い
、
筋
肉
の
引

き
緊
つ
た
、
多
少
疳
癖
の
あ
る
ら
し
い
顔
〉
と
描
写
さ
れ
、『
葉
隠
』
に
あ
る
よ
う
な
戦
士
的
武

士
に
ふ
さ
わ
し
い
風
貌
を
備
え
る
人
物
と
し
て
登
場
す
る
。
第
二
に
、
主
君
治
修
と
の
や
り
と
り

の
中
で
は
、
そ
う
し
た
武
士
と
し
て
の
顔
は
伏
せ
ら
れ
、
治
修
に
頭
を
下
げ
家
臣
と
し
て
君
主
に

服
す
る
姿
が
現
れ
て
く
る
。
第
三
に
、
再
び
、
面
が
起
こ
さ
れ
た
際
、〈
前
に
あ
つ
た
、
不
敵
な

赫
や
き
〉を
宿
す
眼
が
描
写
さ
れ
て
お
り
、言
動
の
上
で
も
武
士
た
る
自
負
心
を
持
つ
人
物
に
戻
っ

て
い
る
。

　

こ
こ
で
、
三
右
衛
門
が
武
士
の
顔
を
再
び
取
り
戻
す
契
機
に
つ
い
て
言
及
し
て
お
き
た
い
。
こ

こ
に
お
い
て
も
、
治
修
の
大
き
な
関
与
が
認
め
ら
れ
る
。
数
馬
の
一
件
を
語
り
終
え
た
三
右
衛
門

に
治
修
は
許
し
を
与
え
る
が
、
そ
の
際
、〈
そ
ち
の
し
た
こ
と
は
悪
い
こ
と
か
も
知
れ
ぬ
。
し
か

し
そ
れ
も
詮
な
い
こ
と
ぢ
や
。
唯
こ
の
後
は
―
〉
と
文
を
終
結
さ
せ
ず
省
略
し
、
途
中
で
言
い
留

め
て
い
る
。
こ
こ
に
省
略
さ
れ
て
い
る
言
葉
を
仮
に
補
う
と
す
る
な
ら
ば
、〈
こ
の
後
は
〉
に
続

く
の
は
、「
も
う
本
音
で
話
す
な
」、「
こ
れ
以
上
正
直
に
話
す
な
」
と
い
う
禁
忌
の
言
葉
が
来
る

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
、
こ
の
後
に
〈
ち
ら
り
と
三
右
衛
門
の
顔
を
眺
め
〉
て
い
る
。
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こ
れ
は
、
治
修
が
三
右
衛
門
へ
送
っ
た
、
自
ら
の
指
示
へ
の
理
解
と
了
承
を
求
め
る
目
配
せ
と
見

る
の
が
妥
当
で
あ
ろ
う
。
先
に
確
認
し
た
三
右
衛
門
の
豹
変
と
も
見
え
る
よ
う
な
言
動
は
、
述
べ

た
よ
う
な
暗
黙
の
や
り
と
り
が
治
修
と
三
右
衛
門
の
間
で
成
立
し
て
い
る
こ
と
の
証
左
と
考
え
ら

れ
る
。

三
、
近
代
的
自
我
を
め
ぐ
っ
て

　

前
章
で
は
、
治
修
と
三
右
衛
門
の
対
話
部
分
の
展
開
を
三
段
階
に
分
け
て
捉
え
た
が
、
最
初
と

最
後
の
部
分
で
顔
を
上
げ
て
い
る
人
物
と
、
中
間
部
で
頭
を
下
げ
る
人
物
と
は
、
言
動
に
お
い
て

一
貫
性
が
見
出
せ
ず
、
宛
も
二
様
の
人
格
が
瞬
時
に
入
れ
替
わ
っ
て
い
る
か
の
如
く
で
あ
る
。
こ

の
こ
と
に
関
し
新
保
邦
寛
氏
は
、三
右
衛
門
は
〈
自
我
分
裂
を
来
し
て
い
る
か
の
よ
う
〉
で
あ
り
、

三
右
衛
門
の
自
我
の
あ
り
よ
う
を
〈
社
会
的
期
待
に
合
わ
せ
て
作
ら
れ
る
自
我
と
自
分
の
内
に
向

い
て
い
る
自
我
と
い
う
風
に
重
層
化
す
る
自
我
を
措
定
す
る
他
は
な
い
〉（

９
）

と
述
べ
て
い
る
。

自
我
は
実
体
と
し
て
内
側
に
先
天
的
に
存
在
す
る
の
で
は
な
く
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
過
程
か

ら
生
じ
る
の
だ
と
し
た
ミ
ー
ド
の
社
会
心
理
学

（
10
）

を
援
用
し
つ
つ
、
こ
こ
に
指
摘
さ
れ
て
い
る

の
は
、
三
右
衛
門
は
、
主
君
治
修
と
の
個
別
的
な
主
従
関
係
に
お
い
て
期
待
さ
れ
る
あ
り
よ
う
に

即
し
て
作
ら
れ
る
自
我
と
、
武
士
道
の
理
に
従
う
形
で
作
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
の
、
自
分
の
内
に

向
い
て
い
る
自
我
と
の
二
つ
を
併
せ
持
っ
て
お
り
、
両
者
の
間
に
矛
盾
や
葛
藤
が
な
い
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　

以
下
で
は
、
こ
れ
を
踏
ま
え
、
先
行
す
る
「
范
の
犯
罪
」
を
本
作
は
ど
の
よ
う
に
書
き
換
え
て

行
っ
た
の
か
と
い
う
本
稿
冒
頭
で
示
し
た
問
題
意
識
に
立
ち
戻
り
、
考
察
を
試
み
た
い
。
両
作
を

比
較
す
る
観
点
か
ら
、
范
の
自
我
と
三
右
衛
門
の
そ
れ
と
を
見
て
み
る
と
、
前
稿
で
確
認
し
た
よ

う
に
、
范
に
あ
っ
て
は
、
建
前
と
本
音
の
よ
う
な
、
奥
行
き
あ
る
二
重
の
自
我
の
あ
り
よ
う
が
認

め
ら
れ
、
両
者
の
隔
た
り
を
本
来
的
な
自
我
に
統
合
し
て
い
こ
う
と
す
る
一
貫
性
へ
の
志
向
が
見

ら
れ
た
。
本
来
的
な
自
我
と
は
、
社
会
的
な
自
我
に
先
行
し
て
措
定
さ
れ
、
内
な
る
実
体
の
如
く

認
識
さ
れ
て
い
る
。
范
は
、
社
会
倫
理
を
内
面
化
す
る
自
ら
を
偽
善
と
し
て
、
自
己
内
発
的
な
思

い
を
貫
く
行
為
を
し
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
〈
本
統
の
生
活
〉
を
見
出
す
人
物
と
し
て
描
か
れ
て

い
た
。
一
方
、
三
右
衛
門
に
あ
っ
て
は
、
他
者
に
と
っ
て
の
自
分
と
い
う
も
の
が
、
多
層
的
な
自

我
の
一
つ
の
層
と
し
て
存
在
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
社
会
的
、
対
他
的
な
自
我
を
偽
物
と
否
定

す
る
よ
う
な
、
自
己
／
他
者
、
真
／
偽
を
分
け
て
い
く
よ
う
な
意
識
は
見
ら
れ
な
い
。

　

こ
の
こ
と
を
、
文
学
史
の
観
点
か
ら
俯
瞰
し
て
見
て
み
よ
う
。
例
え
ば
、《
近
代
＝
明
治
》
の

文
学
は
、
近
代
的
自
我
を
獲
得
す
る
人
物
の
様
子
を
描
い
て
き
た
と
す
る
所
謂
近
代
的
自
我
史
観

が
あ
る
。
こ
う
し
た
視
座
か
ら
は
、近
代
日
本
文
学
に
描
か
れ
た
人
間
の
典
型
は
、島
崎
藤
村
『
破

壊
』（
明
治
39
・
３

自
費
出
版
）
の
瀬
川
丑
松
の
よ
う
に
、
自
身
の
価
値
基
準
に
基
づ
く
生
き
方

と
旧
来
の
慣
習
や
倫
理
と
い
っ
た
社
会
の
現
実
と
の
間
で
葛
藤
す
る
人
物
に
お
い
て
見
出
さ
れ
て

き
た
。
片
岡
良
一
氏

（
11
）

が
丑
松
に
つ
い
て
、

　
　



自
己
本
来
の
素
性
を
秘
し
て
生
き
る
こ
と
に
虚
偽
と
誤
り
と
を
感
じ
て
、
本
然
と
ま
こ
と
に

生
き
る
こ
と
を
決
意
し
た
彼
は
、
事
実
そ
の
決
意
を
実
行
に
移
し
て
開
放
さ
れ
た
人
間
と
し

て
の
首
位
に
立
つ
た
。
そ
の
限
り
に
於
て
彼
は
正
し
く
近
代
人
間
と
し
て
の
自
覚
を
生
き
た

こ
と
に
な
る
の
で
あ
つ
た

と
評
し
て
い
る
通
り
だ
。
白
樺
派
の
自
我
信
仰
を
体
現
す
る
が
如
き
范
は
、
こ
う
し
た
丑
松
の
系

譜
上
に
位
置
づ
け
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
実
際
、
こ
の
よ
う
な
史
観
に
お
い
て
、
志
賀
の
『
夜

の
光
』
に
収
録
さ
れ
る
短
篇
は
、「
范
の
犯
罪
」
を
含
み
、〈
そ
の
基
調
と
し
て
持
つ
も
の
が
、
す

べ
て
人
間
尊
重
の
主
我
的
自
由
主
義
で
あ
る
〉（

12
）

と
さ
れ
、
近
代
的
自
我
の
獲
得
と
そ
の
苦
悩

を
描
い
て
き
た
明
治
文
学
か
ら
大
正
期
へ
の
、時
代
の
推
移
に
対
応
す
る
作
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、「
范
の
犯
罪
」
は
近
代
日
本
文
学
が
描
き
出
し
た
近
代
的
自
我
の
、
一
つ
の
型
を

見
る
こ
と
が
で
き
る
作
と
位
置
付
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

范
は
、
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
自
己
／
他
者
の
境
界
を
引
く
中
で
、
本
来
的
で
純
粋
な

自
我
の
存
在
を
措
定
し
、
こ
れ
を
貫
徹
さ
せ
よ
う
と
す
る
信
念
を
持
っ
て
い
た
。
范
は
、
こ
の
よ

う
な
自
我
至
上
主
義
と
い
う
価
値
に
向
か
っ
て
、
自
ら
同
一
化
し
よ
う
と
す
る
姿
勢
、
即
ち
自
己

の
同
一
性
＝
主
体
性
を
有
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
稿
で
論
じ
た
よ
う
に
、
范
が
妻
に
向
か
っ
て

ナ
イ
フ
を
投
げ
る
行
為
は
〈
未
必
の
故
意
〉
と
言
え
る
も
の
で
あ
り
、
先
行
研
究
で
言
わ
れ
て
い

る
よ
う
な
人
格
の
崩
壊
故
と
す
る
の
は
当
た
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
一
貫
し
て
范
は
自
己
の
価
値
基

準
に
基
づ
い
て
行
為
を
行
う
、
自
律
的
、
主
体
的
存
在
で
あ
っ
た
。



17　　芥川龍之介「三右衛門の罪」における近代的主体の揺らぎ（下）―志賀直哉「范の犯罪」との比較を通して―

　

こ
う
し
た
「
范
の
犯
罪
」
を
踏
ま
え
て
「
三
右
衛
門
の
罪
」
が
書
か
れ
て
い
る
こ
と
に
意
識
的

に
な
る
時
、
確
認
し
て
き
た
よ
う
な
范
に
見
ら
れ
る
揺
る
ぎ
な
い
主
体
と
い
う
も
の
が
、
本
作
に

お
け
る
三
右
衛
門
に
よ
っ
て
、
照
ら
し
返
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
見
え
て
く
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う

か
。
芥
川
「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
お
い
て
、
自
ら
の
依
怙
の
振
る
舞
い
を
反
省
し
つ
つ
〈
狼
藉
者

は
気
の
毒
に
思
ひ
ま
せ
ぬ
〉
と
憚
り
無
く
述
べ
る
三
右
衛
門
の
姿
に
は
、
も
は
や
、
近
代
的
自
我

の
一
貫
性
を
見
出
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
自
／
他
を
分
け
て
い
く
と
こ
ろ
に

見
い
だ
さ
れ
る
純
粋
な
自
我
と
は
幻
想
の
産
物
に
す
ぎ
ず
、
こ
こ
で
は
、
他
者
や
社
会
か
ら
自
律

し
て
存
在
す
る
か
の
よ
う
な
近
代
的
主
体
と
い
う
概
念
、
即
ち
近
代
の
意
識
そ
の
も
の
が
、
問
い

直
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
見
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　

今
日
の
芥
川
文
学
の
研
究
で
は
、
第
一
次
世
界
大
戦
後
の
時
代
の
激
変
が
、
芥
川
の
創
作
に
多

大
な
影
響
を
与
え
た
と
す
る
見
方
が
提
出
さ
れ
て
い
る

（
13
）。

そ
の
よ
う
な
枠
組
み
の
中
で
、
本

作
を
位
置
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
近
代
的
主
体
を
懐
疑
す
る
姿
勢
を
見

せ
る
本
作
が
、
世
界
規
模
の
大
戦
争
に
よ
っ
て
、
西
欧
近
代
が
理
想
と
し
た
個
人
や
主
体
と
い
う

も
の
が
揺
さ
ぶ
ら
れ
る
大
正
後
期
の
時
代
状
況
と
、
関
連
が
な
い
と
は
決
し
て
思
え
な
い
か
ら
で

あ
る
。

【
注
】

（
１
）
菊
地
弘
「
三
右
衛
門
の
罪
」『
芥
川
龍
之
介
事
典
』(

昭
和
60
・
12　

明
治
書
院)

（
２
）
石
割
透
「
三
右
衛
門
の
罪
」『
芥
川
龍
之
介
全
作
品
事
典
』（
平
成
12
・
６　

勉
誠
出
版
）

（
３
）
本
庄
あ
か
ね
「
芥
川
龍
之
介
「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
お
け
る
近
代
的
主
体
の
揺
ら
ぎ
（
上
）

―
志
賀
直
哉
「
范
の
犯
罪
」
と
の
比
較
を
通
し
て
―
」（『
滋
賀
文
教
短
期
大
学
紀
要
』
令
和
３
・
３
）

（
４
）
金
沢
藩
の
歴
代
藩
主
で
あ
っ
た
前
田
家
は
、
外
様
で
あ
り
な
が
ら
、
親
藩
に
準
じ
た
扱
い

を
受
け
て
お
り
、
大
名
中
最
大
の
百
二
万
石
を
与
え
ら
れ
て
い
た
。
明
治
維
新
で
も
、
佐
幕
派
の

領
袖
で
、良
く
も
悪
く
も
江
戸
時
代
的
で
あ
っ
た
と
言
え
る
。
ま
た
、『
芥
川
龍
之
介
全
集　

十
巻
』

（
平
成
８
・
８　

岩
波
書
店
）
の
作
品
注
解
に
、〈
前
田
治
修
（
一
七
四
五
―
一
八
一
〇
）。
加
賀
藩

主
。
文
政
四
（
一
八
二
一
）
年
で
は
時
代
設
定
が
矛
盾
す
る
。
文
政
は
文
化
の
錯
誤
か
〉
と
あ
る
。

（
５
）
注
（
４
）
を
参
照
。

〈
６
〉
初
出
誌
の
本
文
に
は
〈
罪
で
ご
い
ま
す
る
〉
と
あ
る
。
引
用
に
あ
た
っ
て
〈
罪
で
ご
（
ざ
）

い
ま
す
る
〉
と
補
っ
た
。

（
７
）
引
用
は
下
記
に
拠
る
。
斎
木
一
馬
、
岡
山
泰
四
、
相
良
亨
校
注
『
日
本
思
想
大
系　

二
十
六
巻　

三
河
物
語　

葉
隠
』（
昭
和
49
・
６　

岩
波
書
店
）

（
８
）
種
村
完
司
「『
葉
隠
』
に
お
け
る
武
士
の
「
自
律
」
と
「
服
従
」
―
『
葉
隠
』
思
想
の
特
殊

と
普
遍
（
三
）」（『
鹿
児
島
県
立
短
期
大
学
紀
要　

人
文
・
社
会
科
学
篇
』
平
成
24
・
12
）

（
９
）
新
保
邦
寛
『
短
篇
小
説
の
生
成
―
鷗
外
〈
豊
熟
の
時
代
〉
の
文
業
、及
び
そ
の
外
延
―
』（
平

成
29
・
10　

ひ
つ
じ
書
房
）

（
10
）
山
内
雄
二
訳　

Ｇ
・
Ｈ
・
ミ
ー
ド
『
精
神
・
自
我
・
社
会
』（
令
和
３
・
９　

み
す
ず
書
房
）

（
11
）
片
岡
良
一
『
近
代
日
本
の
作
家
と
作
品
』（
昭
和
14
・
11　

岩
波
書
店
）

（
12
）
注
（
11
）
と
同
様
。

（
13
）
注
（
９
）
を
参
照
。

・
本
文
の
引
用
は
、『
改
造
』（
大
正
13
・
１
）
に
掲
載
さ
れ
た
「
三
右
衛
門
の
罪
」
に
拠
る
。



本
庄
あ
か
ね　

国
文
学
科
准
教
授
・
日
本
近
代
文
学


