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近
松
門
左
衛
門
が
、
浄
瑠
璃
、
歌
舞
伎
作
者
と
し
て
劇
壇

K
姿
を

現
わ
し
た
の
は
、
年
号
で
い
え
ば
天
和
、
貞
享
年
間

K
あ
た
h
y
、
そ

れ
は
ま
た
、
町
人
の
経
済
生
活
が
上
昇
を
た
ど
り
始
め
た
時
期
で
も
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浦

中

博

子

あ
っ
た
。
し
か
し
、
正
徳
四
年
を
境

K
、
幕
府
の
緊
縮
政
策
が
徐
々

K
強
化
さ
れ
、
興
行
物
K
対
す
る
制
限
も
行
な
わ
れ
享
保
八
年
K
は、

心
中
物
の
刊
行
、
上
演
も
禁
止
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
近
松
は
、
こ

の
頃
最
晩
年
を
迎
え
る
の
で
あ
る
1
4

川白

7

J

J
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i
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十

J
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．
近
松
の
作
品
は
、
時
代
物
と
世
話
物
と
K
大
別
さ
れ
る
が
バ
と
と

で
扱
か
う
の
は
、
元
禄
十
六
年
か
ら
享
保
七
年
ま
で
二
十
年
に
波
っ

て
発
表
さ
れ
た
世
話
物
で
あ
る
。
戯
曲
の
本
質

K
基
d
〈
分
類
か
ら
、

近
松
の
世
話
物
ニ
ヤ
四
粛
は
、
心
中
物
・
姦
通
物
・
犯
罪
物
・
殺
人

物
・
狂
乱
物
・
・
傾
域
物
・
勘
平
傾
城
物
の
七
つ

K
分
類
す
る
ζ

と
が
で

き
る
が
、
そ
ん
な
中
で
最
も
異
色
あ
る
作
品
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る

の
が
、
享
保
六
年
、
六
十
九
歳
の
時
K
執
筆
さ
れ
た
「
女
殺
油
地
獄
」

で
あ
る
。

ー
と
の
作
品
が
、
「
異
色
あ
る
」
と
い
わ
れ
る
所
以
は
、
主
人
公
が

性
格
破
産
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
と
、
ま
た
「
殺
し
場
」
が
最

大
の
見
せ
場
と
な
っ
て
い
る
と
と
K
あ
る
と
思
う
。

で
は
、
な
ぜ
近
松
は
、
晩
年
K
な
っ
て
と
の
よ
う
念
作
品
を
書
〈

K
至
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
近
松
が
表
わ
し
た
か
っ
た
も
の
は
、
一
体

何
念
の
か
。
そ
れ
を
探
る
ベ
〈
、
第
一
章
で
は
「
女
殺
油
地
獄
」

K

。
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なける「殺人」の特異性を、そして第二章では主人公与兵

衛の性格の特異性を、それぞれ他の作品と比較するζとK

よって明らかKし、考察を進めていきたいと思う。
本論

第一章「殺人」について

「女殺油地獄」の素材は、「強盗殺人」であり、との

「殺人」を取り抜かったものは、近松の世話物二十四篤中、

四例である。

女殺油
鑓

淀鯉 J 堀II の
権 出 波 作

地 一世 鼓 品
獄 重 滝 名

椎 徳
子

享 享 ，玉ー＆ー． 宝
保 保 永 永
ーノム、ー 一五 四 著
年 年 年 年

作〆声、 r、、 r「 〆戸、

一一一
七 七 年

七年
代

年

作
69 65 56 55 者
歳 歳 歳 歳 害
殺 姦 傾 姦 分
人

通物
城 通

委員物 物 物

以
下
、
そ
れ
ぞ
れ
の
「
殺
人
」

K
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
〈
ζ

と
K
す
る
。第

一
節

姦
通
物
の
場
合

人
妻
の
不
義
密
通
を
題
材
と
す
る
姦
通
物
の
最
初
の
作
品
は
、

「
堀
川
波
鼓
」
で
、

ζ

の
十
年
後

K
「
錨
の
権
三
重
雄
子
」
が
執
筆

さ
れ
て
い
る
。

当
時
の
封
建
制
下

k
b
い
て
は
、
不
義
密
通
は
九
女

K
と
っ
て
最

大
の
恥
－
つ
べ
き
罪
で
あ
り
、
直
ち

K
容
赦
念
き
制
裁
の
加
え
ら
れ
た

こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
即
ち
そ
れ
が
女
敵
討
の
風
習
で
あ
る
。

つ
ま
り
姦
通
物
の
「
殺
人
」
は
、
女
敵
討
と
し
て
の
「
投
入
」
と
い

う
こ
と
陀
な
る
。
そ
の
た
め
世
笥
均
陀
も
認
め
ら
れ
た
も
り
で
あ
り
、

一一

z

4

、i
i

ρ

i

‘
、
“

j
限切

tLT汁
ー
と

行
為
そ
の
も
の
さ
え
も
讃
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
場
合
、
殺

さ
れ
る
人
物
は
決
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
b
。

第
二
節

「
淀
鯉
出
世
滝
徳
」
の
場
合

傾
城
物

K
分
類
さ
れ
る
「
淀
鯉
出
世
滝
徳
」
で
は
「
殺
人
」
の
様

子
が
少
し
違
っ
て
く
る
。

恋
し
い
男
が
あ
り
念
が
ら
、
身
請
け
さ
れ
る
い
や
さ

K
、
そ
し
て

ま
た
、
男
の
窮
地
を
救
う
た
め

K
、
「
二
階
の
客
を
刺
し
殺
せ
ば
明

日
の
難
儀
を
の
が
る
る
得
。
金
を
取
れ
ば
勝
二
郎
さ
ま
の
必
た
め

K

在
る
ζ

れ
が
得
」
と
い
う
女
の
浅
は
か
念
考
え
か
ら
、
「
殺
人
」
が

行
左
わ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
と
の
場
合
、
金
を
盗
む
と
い
う
の
は
、
第
二
の
目
的

で
あ
り
、
第
一
の
目
的
は
、
自
分
が
身
請
け
さ
れ
る
の
を
阻
止
す
る

と
と
で
あ
る
。
そ
の
た
め
の
「
殺
人
」
で
あ
っ
て
、
殺
さ
れ
る
の
は

藤
と
い
う
男
で
あ
り
、
姦
通
物
と
同
様
、
殺
さ
れ
る
人
物
は
定
ま
っ

て
い
る
。

第
三
節

「
女
殺
油
地
獄
」
の
場
合

先
の
三
例
が
、
姦
通
物
、
傾
域
物
に
分
類
さ
れ
る
の

K
対
し
、
殺

人
物

K
分
類
さ
れ
る
唯
一
の
作
品
で
あ
り
、

ζ

の
四
例
の
う
ち
最
も

晩
年
K
書
か
れ
た
作
品
で
も
あ
る
。

で
は
、
晩
年
の
「
殺
人
」
は
、
ど
の
よ
う

K
変
化
し
た
の
だ
ろ
う

A
M
 主

人
公
与
兵
衛
は
、
借
金
の
返
済

K
窮
し
て
、
豊
島
屋
の
必
士
口
を

妨
害
し
、
有
金
を
怒
っ
て
逃
ヴ
る
。
と
の
よ
う
K
、
「
殺
人
一
の
目

~rl 

η
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強
盗
て
多
，
ra

て
‘
そ

ζ
K
は
深
い
事
情
も
－
な
い
し
、
殺
さ
れ
る

人
物
も
》
古
口
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
金
を
持
っ
て
い
る
な
ら
誰
で
も

よ
い
と
い
う
と
と

K
な
る
。
つ
ま
り
、
な
古
口

K
は
殺
さ
れ
る
理
由
が

な
い
と
い
え
る
。
与
兵
衛
の
「
金
払
う
て
男
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
」
と

い
う
一
方
的
な
理
由
の
た
め
に
、
な
士
口
は
殺
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ

る。
以
上
回
篇
の
「
殺
人
」
の
う
ち
、
姦
通
物

K
は
、
女
敵
討
と
い
う

立
派
左
理
由
が
あ
る
し
、
「
淀
鯉
出
世
滝
徳
」

K
も
、
身
請
の
阻
止

と
い
う
理
由
が
存
在
し
て
い
た
。
そ
れ

K
、
殺
さ
れ
る
人
物
も
決
ま

っ
て
い
た
。

と
と
ろ
が
「
女
殺
油
地
獄
」
は
、
あ
く
ま
で
も
「
強
盗
殺
人
」
で

あ
り
、
そ
と

K
は
少
し
も
同
情
の
念
は
沿
き
な
い
。
し
か
も
、
殺
さ

れ
る
人
物
は
、
が
古
口

K
眼
ら
ず
、
金
を
持
っ
て
い
る
な
ら
誰
で
も
よ

か
っ
た
o

b
吉
は
、
そ
の
た
め
の
一
人
の
人
間

K
過
ぎ
な
か
っ
た
の

で
あ
る
。

ま
た
、
先
の
三
例
は
、
上
・
中
之
巻
が
、
下
之
巻
の
「
殺
人
」
を

生
み
出
す
よ
う

K
仕
組
ま
れ
て
、
上
之
巻
か
ら
、
中
之
巻
、
下
之
巻

と
い
う
よ
う
に
、
順
を
迫
っ
て
構
成
さ
れ
て
お
り
、
結
果
と
し
て
の

「
殺
人
」
で
あ
る
の

K
対
し
、
「
女
殺
油
地
獄
」
は
、
上
・
中
・
下

之
巻
が
、
対
等
の
関
係
に
た
ち
、
多
少
の
か
か
わ
り
は
あ
る

K
せ
よ
、

上
・
中
之
巻
の
事
件
が
、
下
之
巻
の
hv
吉
の
悲
劇
1

殺
人
ー
を
生
ず

る
と
い
う
よ
う
在
性
格
の
も
の
で
は
左
い
。
つ
ま
り
、
過
程
の
中
K

－
砕
け
る
殺
人
で
あ
る
と
言
え
る
と
思
う
。

晩
年
の
「
殺
人
」
が
、
結
果
と
し
て
で
は
な
く
、
戯
曲
の
中
心
と

し
て
組
み
込
ま
れ
た
と
い
う
と
と
は
、
と
り
も
な
必
さ
ず
近
松
が
、

rJ 

「
殺
人
」
を
、
ひ
と
つ
の
見
せ
場
と
し
て
、
そ
の
位
置
を
確
立
さ
せ

た
か
っ
た
か
ら
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

第
二
章

主
人
公
与
兵
衛
の
性
格
K
つ
い
て

第
一
章
で
、
晩
年
に
や
け
る
「
殺
人
」
の
変
化
を
他
の
作
品
と
比

較
し
左
が
ら
考
察
を
進
め
て
き
た
。

ζ

と
で
は
、
与
兵
衛
の
性
格
を

他
の
世
話
物
の
主
人
公
と
比
較
し
て
、
そ
の
特
異
性
を
明
ら
か
に
し

た
い
。
与
兵
衛
が
、
油
屋
の
実
子
で
あ
る
と
と
か
ら
、
比
較
の
対
象

と
し
て
、
同
じ
〈
荷
家
K
生
ま
れ
た
「
タ
霧
阿
波
鳴
波
」
の
伊
左
衛

門
、
「
山
崎
与
次
兵
衛
寿
の
門
松
」
の
与
次
兵
衛
、
「
淀
鯉
出
世
滝

徳
」
の
勝
二
郎
と
、
手
代
で
あ
る
、
「
曾
根
崎
心
中
」
の
徳
兵
衛
と
、

養
子
で
あ
る
「
冥
途
の
飛
脚
」
の
忠
兵
衛
の
五
人
を
取
り
あ
げ
て
み

た。

第

節

伊
左
衛
門
、
与
次
兵
衛
、
勝
二
郎
、
徳
兵
衛
、

忠
兵
衛
の
性
格

伊
左
衛
門
、
与
次
兵
衛
、
勝
二
郎
の
三
人
は
、
共
K
寓
絡
な
町
人

の
出
で
あ
り
、
い
か

K
も
大
尽
ら
し
い
豪
語
や
遊
蕩
的
浪
曲
H
性
は
相

通
じ
る
も
の
が
あ
る
。

そ
の
中
で
も
、
最
も
大
尽
ら
し
い
鷹
揚
な
人
柄
を
示
し
て
い
る
の

は
伊
左
衛
円
で
あ
る
。
勘
当
さ
れ
て
紙
衣
の
落
ち
ぶ
れ
た
姿
K
な
っ

て
も
、
一
向

K
昔
の
若
旦
那
ぶ
り
は
な
く
な
ら
ず
、
元
禄
上
昇
期
の

上
層
町
人
ら
し
い
様
子
は
随
所
に
伺
が
わ
れ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ

う
念
伊
左
衛
門
も
、
中
之
巻
の
最
後
で
は
、
自
分
の
過
去
を
深
〈
反

省
し
、
「
昔
の
栄
糟
程
憂
自
を
見
ね
ば
罪
消
え
ず
」
と
ま
で
改
心
す

心

q
d
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る
。
そ
れ

K
、
放
蕩
性
か
ら
勘
当
の
身
と
念
っ
た
も
の
の
「
源
之
介

へ
の
愛
情
」
ま
た
「
タ
霧
へ
の
愛
情
」

K
、
「
人
間
ら
し
さ
」
を
見

出
す
ζ

と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

与
次
兵
衛
は
、
「
粋
の
粋
を
と
え
た
る
恋
の
山
崎
与
次
兵
衛
」
と

い
う
言
葉
で
も
わ
か
る
よ
う
K
、
そ
の
遊
渇
性
は
見
逃
せ
老
い
と
し

て
も
、
一
方
で
は
与
平
の
罪
を
自
分
の
身
K
引
き
受
け
て
、
男
同
士

の
義
理
を
果
た
そ
う
と
す
る
面
も
持
ち
合
わ
せ
て
い
る
。
ま
た
親
K

対
す
る
厚
い
孝
心
も
失
つ
て
は
い
念
い
。

勝
二
郎
は
、
浅
慮
さ
か
ら
悪
手
代
K
う
ま
く
丸
め
込
ま
れ
て
、
忠

義
念
手
代
を
勘
当
し
て
し
ま
う
の
だ
が
、
事
が
露
見
し
た
時
K
は、

我
が
身
の
愚
か
さ
を
悟
り
、
素
直
K
自
分
の
非
を
認
め
、
真
実
後
悔

の
涙
を
流
す
。

と
れ
ら
三
人
と
は
違
っ
た
微
妙
念
立
場
K
あ
る
の
が
、
徳
兵
衛
と

忠
兵
衛
で
あ
る
。

徳
兵
衛
は
、
醤
油
屋
の
手
代
で
、
主
人
で
も
あ
り
同
時

K
叔
父
で
・

も
あ
る
久
右
衛
門
か
ら
、
正
直
さ
を
見
込
ま
れ
、
「
内
儀
の
姪

K
ニ

貫
目
つ
け
て
女
夫

K
し
。
商
売
を
さ
ぜ
う
」
と
言
わ
れ
る
程
の
信
用

セ
得
る
。
徳
兵
衛
の
正
直
さ
、
面
子
を
重
ん
じ
る
姿
は
、
信
用
第
一

の
商
人
と
し
て
考
え
る
と
納
得
の
い
く
と
と
で
あ
る
が
、
主
人
の
強

要
す
る
結
婚
を
退
け
、
遊
女
と
の
愛
を
貫
き
通
す
姿
は
、
．
徳
兵
衛
だ

け
の
も
の
で
あ
り
、
と

ζ
K
徳
兵
衛
の
強
さ
を
み
る

ζ
と
が
で
き
る
。

し
か
し
、
心
中
の
際
K
は
、
主
へ
の
恩
義
を
忘
れ
る
と
と
な
く
、
恩

返
し
も
で
き
念
い
ま
ま
死
ん
で
い
く
身
を
詫
び
て
い
る
。

忠
兵
衛
は
、
飛
脚
宿
亀
屋
の
世
継
で
養
子
で
あ
る
。
商
売
K
関
し

て
ま
写
事
F
L

手
支
が
り
ま
な
ハ
サ
れ
ど
も
、
准
ひ
と
つ
の
欠
点
が
、

（ 

当

・1
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遊
店
陽
性
で
あ
る
。
忠
兵
衛
の
理
性
を
失
っ
て
、
後
の
事
を
考
え
ず
K

行
動
K
走
っ
て
し
ま
う
場
面
は
、
至
る
所

K
見
る
ζ

と
が
で
き
、
感

情
中
心
の
弱
い
性
格
が
表
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
そ
の
忠
兵
衛
も
、

役
人
K
捕
え
ら
れ
た
時
K
は
、
潔
ぎ
よ
〈
罪
を
認
め
て
、
綴
K
嘆
き

を
か
け
る
と
と
が
心
残
り
と
言
っ
て
い
る
。

以
上
、
五
篇
の
世
話
物
の
主
人
公
を
み
て
き
た
わ
け
だ
が
、
伊
左

衛
門
、
与
次
兵
衛
、
勝
二
断
の
三
人
K
は
、
我
健
在
遊
渇
息
子
の
一

面
が
表
わ
れ
て
命
h
y
、
生
来
の
大
尽
ら
し
い
様
子
が
伺
が
わ
れ
る
。

し
か
し
、
決
し
て
根
っ
か
ら
の
不
良
で
は
念
い
。

ま
た
、
最
後
の
方
で
は
、
自
分
の
過
去
を
探
〈
反
省
し
、
悔
悟
の

涙
を
流
し
て
、
親
へ
の
詫
雷
を
述
べ
て
い
る
。
そ
し
て
、
そ
と

K
至

る
ま
で
の
主
人
公
の
内
面
の
変
化
K
は
、
少
し
も
不
自
然
さ
は
曲
閉
じ

ら
れ
ず
、
む
し
ろ
、
観
客
の
涙
を
誘
う
も
の
で
あ
る
。

ζ

の
三
人
K
対
し
て
、
徳
兵
衛
、
忠
兵
衛
の
二
人
は
、
手
代
と
養

子
と
い
う
身
分
柄
、
態
度
が
謙
盛
で
あ
り
、
商
人
と
し
て
何
ひ
と
つ

申
し
分
の
念
い
性
格
念
の
で
あ
る
が
、
，
遊
女
と
探
〈
馴
染
ん
で
い

る
’
と
と
ろ

K
閥
題
か
あ
－
P
、
悲
劇
も
、
そ
れ
が
原
因
と
在
っ
て
生

じ
て
い
る
。
乙
の
二
人
も
ま
た
、
最
後
K
は
、
主
と
養
母
K
詫
言
を

述
べ
て
い
る
。

と
の
五
人
の
主
人
公

K
共
通
し
て
い
る
も
の
は
、
「
人
間
ら
し
さ
」

で
あ
る
。
「
遊
女
と
の
愛
」

K
、
「
男
同
支
の
務
理
」

K
、
或
い
は

「
親
、
主
へ
の
恩
義
」

K
、
「
人
間
ら
し
さ
」
を
み
る
と
と
が
で
き

る
。
そ
し
て
、
そ
の
ζ

と
は
、
反
省
の
言
葉
の
中
K
も
、
よ
く
表
わ

れ
て
い
た
。

。宮
町、
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第

節

与
兵
衛
の
性
格

で
は
次

K
、
与
兵
衛
の
性
格
を
み
て
み
よ
う
。

与
兵
衛
の
家
庭
は
、
養
父
徳
兵
衛
が
番
頭
上
り
で
あ
る
と
と
か
ら
、

両
者
の
聞
に
は
、
特
別
な
親
子
関
係
が
成
り
立
ち
、
ま
た
実
母
・
影
沢

も
微
妙
念
立
場
に
い
る
。
そ
の
上
、
万
事
申
し
分
な
い
真
面
目
な
兄

と
異
父
妹
の
な
か
ち
が
な
り
、
と
の
複
雑
念
事
情
が
与
兵
衛
の
性
格

に
強
〈
影
響
し
て
い
る
と
と
は
言
う
ま
で
も
念
い
。

与
兵
衛
の
不
良
的
性
格
は
、
次
の
六
つ
の
言
葉

K
よ
っ
て
端
的

K

一
市
さ
れ
て
い
る
O

】

L

ど
ろ
め
（
ど
ら
息
子
）

リ
ふ
ど
ろ
〈
者
（
道
楽
者
）

み
の
ら
め
（
の
ら
〈
ら
者
）

4

無
法
者

a
ど
く
だ
う

6

あ
ん
だ
ら
め
（
合
ろ
か
者
）

と
れ
ら
の
言
葉
は
、
い
ず
れ
も
人
聞
を
表
現
す
る
の

K
最
低
の
一
一
一
一
口
葉

で
あ
る
と
と
が
わ
か
る
。

ζ

の
と
と
か
ら
も
与
兵
衛
は
、
人
間
と
し

て
最
低
の
と
ζ

ろ

K
位
置
す
る
人
間
と
言
え
よ
う
。

ま
た
与
兵
衛
は
、
「
生
」

K
対
す
る
執
着
が
非
常

K
強
い
人
間
で

あ
り
、
殊
更
男
と
し
て
の
面
子
会
｝
強
調
す
る
反
面
、
世
間

K
対
し
て

は
頗
る
弱
い
人
間
で
も
あ
る
。

与
兵
衛
は
、
と
の
よ
う
念
小
心
で
臆
病
な
不
良
青
年
か
ら
、
切
羽

詰
ま
っ
た
状
況
に
よ
り
一
変
し
て
殺
人
、
強
盗
の
犯
罪
者

K
な
る
わ

け
だ
が
、
要
す
る

K
与
兵
衛
と
い
う
人
間
は
、
「
自
己
中
心
」
の
考

え
方
し
か
で
き
ず
、
「
義
理
も
情
も
な
い
」
、
し
か
し
、
「
腕
力
や

法
律

K
は
恐
れ
を
左
ナ
」
近
代
的
不
良
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

だ
が
と
の
悪
人
で
も
、
や
は
り
最
後

K
は
健
気
な
自
白
を
し
て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
自
由

K
つ
い
て
も
多
少
の
考
察
を
す
る
必
要
が
あ
る
。

従
来
、
「
女
殺
油
地
獄
」
論
は
、
主
人
公
与
兵
衛
の
性
格
の
把
握

の
仕
方

K
よ
っ
て
、
大
別
し
て
二
つ
の
対
照
的
左
系
列

K
分
か
れ
て

い
る
。
そ
の
分
岐
点
と
な
る
の
は
、
放
埼
の
限
り
を
尽
〈
し
て
き
た

不
良
青
年
が
、
が
士
口
を
殺
す
時
点
ま
で

K
、
内
面
の
変
化
を
経
験
し

た
か
、
ど
う
か
と
い
う
と
と
ろ
に
あ
っ
た
。

そ
と
で
問
題
と
な
る
の
が
、
下
之
巻
初
め
の
豊
島
屋
で
の
、
両
殺

の
愁
嘆
の
後
で
、
与
兵
衛
が
hv
吉

K
向
か
っ
て
い
う
次
の
言
葉
で
あ

。
る

い
や
、
隠
さ
し
ゃ
る
な
。
先

K
か
ら
門
白

K
蚊

K
食
は
れ
。
長
身

し
い
純
遠
の
愁
嘆
問
て
。
涙
を
と
ぼ
し
た
し
た
。

ζ

の
一
言
葉
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
意
見
が
二
つ

K
分
か
れ
て
い
る
。

ナ
念
わ
ち
藤
杓
作
氏
は
、

ζ

の
場
面

K
な
い
て
は
、
与
兵
衛
は
「
心

状
の
変
化
」
を
経
験
し
て

b
ら
ず
、

ζ

れ
が
、
そ
の
ま
ま
最
後
の
自

白

K
ま
で
及
ん
で
、

ζ

の
自
白
さ
え
も
「
彼
が
自
白
も
切
羽
詰
ま
っ

て
の
自
棄
的
の
自
白
で
、
悔
悟
、
機
悔
の
自
白
で
は
な
い
。
」
と
さ

れ
て
、
最
後
ま
で
与
兵
衛
を
悪
人
と
み
て
必
ら
れ
る
。

一
方
坪
内
迫
迄
は
、
与
兵
衛
が
「
内
面
の
変
化
を
経
験
し
た
」
と

考
え
、
最
後
の
自
白
の
言
葉
は
、
そ
の
「
心
状
の
変
化
」
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
と
し
て
、
与
兵
衛
の
自
白
を
と
も
か
〈
も
信
じ
た
。
と
の

迫
逢
説
を
と
る
人
は
少
念
〈
、
殆
ど
の
人
が
藤
村
説
を
支
持
し
て
い

る。

与、

（＼： 
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ま
た
諏
訪
春
雄
氏
の
よ
う
K
、
「
大
罪
を
犯
し
た
当
人
が
、
熊
後

K
念
っ
て
罪
を
自
白
し
、
織
悔
す
る
筋
は
、
近
松
作
で
は
珍
し
〈
念

い
脚
色
法
で
あ
っ
た
。
」
と
し
て
、
類
型
的
飽
向
で
あ
る
と
と
を
指

摘
し
、
下
之
巻
の
切
豊
島
屋
の
場
が
、
台
古
口
の
成
仏
を
祈
る
浄
土
和

讃
で
始
ま
る
と
と
と
考
え
合
わ
せ
て
、
「
最
後
の
与
兵
衛
の
捕
わ
れ

と
悔
悟
は
予
定
調
和
と
し
て
準
備
さ
れ
て
い
た
。
」
と
説
〈
人
も
あ

る。
私
は
、
下
之
巻
初
め
の
豊
島
屋
の
場
面
k
b
い
て
は
、
与
兵
衛
は

改
心
を
し
た
と
は
考
え
ら
れ
念
い
。
あ
の
時
点
で
改
心
を
し
た
な
ら
、

そ
の
後
の
殺
人
事
件
は
超
ζ
h
y
得
念
い
と
思
う
か
ら
で
あ
る
。
ま
た
、

殺
人
を
犯
し
た
後
、
が
た
が
た
震
え
ま
が
ら
も
、
懐
K
金
を
ね
じ
込

み
此
の
脇
差
は
栴
檀
の
木
の
橋
か
ら
川
へ
。
沈
む
来
世
は
見
え
ぬ
沙

汰
。
此
の
世
の
果
報
の
付
き
時
と
内
を
技
出
で
一
一
散
K
。
足

K
任

せ
て

廓
へ
と
走
る
の
で
あ
る
が
、
と
の
よ
う
な
行
為
も
、
も
し
あ
の
豊
島

屋
で
、
「
心
状
の
変
化
」
を
経
験
し
て
い
る
念
ら
起
と
ら
念
い
筈
で

あ
る
。
従
っ
て
、
私
は
、
与
兵
衛
の
「
心
状
の
変
化
」
は
、
殻
後
の

自
白
k
h
v
い
て
で
あ
る
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
と
忠
う
。

野
内
迫
迄
は
、
豊
島
屋
の
場
面
で
与
兵
衛
が
、
「
内
面
の
変
化
を

経
験
し
た
」
と
考
え
た
。
し
か
し
、
先

K
述
べ
た
理
由
か
ら
、
迫
進

説
K
は
同
意
し
が
た
い
。

最
後
の
自
白

K
つ
い
て
も
、
諏
訪
氏
の
意
見
は
、
最
も
で
は
あ
る

が
、
井
口
洋
氏
も
、
「
そ
の
ζ

と
自
体
は
ま
こ
と

K
有
益
で
あ
る
が
、

類
型
一
般

K
解
消
さ
れ
て
、
人
物
の
性
格
の
一
貫
性
、
ひ
い
て
は
近

l 
'. 

松
の
論
理
が
見
失
わ
れ
る
ζ

と
が
あ
っ
て
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
己
と

述
べ
て
か
ら
れ
る
よ
う

K
、
そ
の
類
型
性
や
宗
教
的
色
合
K
感
わ
さ

れ
て
、
本
質
的
念
も
の
を
忘
れ
て
し
ま
っ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
し
て
、

最
後
の
自
白
ま
で
も
、
「
自
棄
的
の
自
白
で
悔
倍
、
機
悔
の
自
白
で

は
念
い
」
と
す
る
藤
村
氏
の
説
K
は
賛
成
で
き
な
い
。

「
一
生
不
孝
放
埼
の
我
念
れ
ど
も
己
で
始
ま
り
、
「
仇
も
敵
も
一

つ
悲
願
南
無
阿
弥
陀
働
」
で
終
わ
る
、
と
の
自
白
が
あ
る
か
ら
と
そ
、

そ
れ
ま
で
の
暗
い
イ
メ
ー
ジ
か
ら
、
観
客
は
や
っ
と
救
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
ま
た
、
そ
う
す
る
と
と
が
時
代
の
要
求
す
る
倫
理
的
欲
求
で

あ
っ
た
の
で
あ
り
、
近
松
の
作
意
で
あ
っ
た
と
考
え
る
。

与
兵
衛
の
特
異
性

第
三
節

第
一
節
k
b
い
て
、
五
人
の
主
人
公
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
性
格
を
考

察
し
た
結
果
、
社
会
的
身
分

K
よ
っ
て
性
格
の
呉
念
っ
て
い
る
と
と

が
明
ら
か

K
念
っ
た
。
そ
し
て
与
兵
衛
は
、
と
の
五
人
と
避
溺
的
浪

費
性
、
短
慮
と
い
う
点
で
は
一
致
し
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
点
で
は

性
格
を
異
K
し
て
い
る
と
と
も
わ
か
っ
た
。
つ
ま

b
与
兵
衛
は
、
近

代
的
な
不
良
青
年
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
と
言
え
よ
う
。
決
し
て
生

来
の
悪
人
と
い
う
わ
け
で
は
念
い
の
だ
が
、
そ
の
行
為
K
は
「
人

間
ら
し
さ
」
が
み
ら
れ
老
い
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
与
兵
衛
が
人
間

ら
し
く
生
き
よ
う
と
悟
っ
た
時

K
は
、
も
う
す
べ
て
が
終
わ
っ
て
い

た
の
で
あ
る
。

藤
野
義
雄
氏
は
、
『
近
松
の
世
話
悲
劇
』
の
中
で
、
二
枚
目
役
の

性
格

K
つ
い
て
、
「
性
格
的
特
性
は
殆
ど
同
一
で
あ
b
、
た
だ
境
遇

や
身
分
K
特
別
な
条
件
を
も
っ
若
干
の
人
物
K
、
個
性
的
念
特
色
が

・

1
1
L
1
1－h

1
1
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A
1

身
分

K
よ
っ
て
個
性
を
定
め
る
の
で
念
〈
、
そ
の
人
物
が
、
あ
る
特

定
シ
チ
ュ
ー
ェ
l
シ
ョ
ン
に
追
い
込
ま
れ
た
時
の
反
応
の
仕
方
、
或

い
は
、
行
動
に
よ
る
と
と
が
大
切
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
彼
ら
が
自
分
自
身
の
位
置
を
決
定
す
る
の
は
、
状
況

K

対
し
て
い
か
な
る
わ
動
を
為
す
か

K
あ
る
と
言
え
よ
う
。

今
、
と

ζ
K
取
り
上
げ
た
六
人
の
主
人
公
は
、
そ
の
状
況
に
対
し

て
、
各
人
が
種
々
な
行
動
を
為
し
て
彼
ら
自
身
の
位
置
か
｝
確
立
し
て

い
る
。「

女
殺
油
地
獄
」
の
与
兵
衛

K
E
つ
て
は
、
「
殺
人
」
と
い
う
行

動
K
走
っ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

ζ

の
点
k
h
v
い
て
、
与
兵
衛
は
与

兵
衛
と
し
て
の
位
置
を
確
立
し
て
い
る
。

し
か
し
、
と
と
で
大
切
な
の
は
、
「
殺
人
」
土
い
う
行
動
そ
の
も

の
よ
り
も
「
殺
人
」

K
主
る
ま
で
の
与
兵
衛
の
性
格
の
描
写
、
ま
た

b
t口
K
借
金
を
申
し
込
む
姿
か
ら
、
一
瞬

K
し
て
必
士
口
K
殺
意
を
も

っ
、
そ
の
殺
意
の
と
ら
え
方

K
あ
る
と
思
う
。

つ
ま
り
、
商
家
の
我
億
な
不
良
息
子
を
主
人
公
と
す
る
と
と

κよ

っ
て
、
そ
の
主
人
公
が
、
周
囲
の
愛
情

K
見
守
ら
れ
左
が
ら
も
、

「
殺
人
」
を
犯
す

K
至
る
ま
で
の
追
い
つ
め
ら
れ
た
気
持
ち
を
、
養

父
徳
兵
衛
と
実
母
会
沢
の
与
兵
衛

K
寄
せ
る
愛
情
と
対
照
さ
せ
念
が

ら
描
写
し
、
一
度
は
改
心
し
た
か
に
み
せ
か
け
、
ま
た
、
そ
れ
を
否

定
し
、
そ
し
て
最
後

K
は
自
白
を
さ
せ
る
、
と
い
う
よ
う

K
、
「
内

面
の
変
化
」
に
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
よ
う

K
思
う
。

、

0 

総

t 

近
松
は
元
禄
十
六
年
か
ら
、
享
保
七
年

K
至
る
ま
で
の
開
K
、
二

十
四
矯
の
世
話
物
を
発
表
し
た
。
そ
の
世
話
物
中
、
唯
一
の
「
殺
人

物
」
と
し
て
分
類
さ
れ
る
「
女
殺
油
地
獄
」

K
つ
い
て
、
特
異
性

を
中
心

K
論
を
進
め
て
き
た
。

晩
年
K
な
っ
て
、
殺
人
物
は
、
真

K
殺
人
物
と
し
て
の
色
合
を
濃

く
し
、
そ
れ
自
体
が
、
ひ
と
つ
の
見
せ
場
と
な
っ
て
観
衆
の
前

K
姿

を
税
わ
し
た
。
し
か
し
、
近
松
は
、
一
方
で
は
「
殺
し
場
」
の
位
置

を
確
立
さ
せ
念
が
ら
も
、
「
殺
人
」

K
至
る
ま
で
と
、
豊
島
屋
で
の

「
長
々
し
い
親
達
の
愁
嘆
聞
い
て
。
涙
を
と
ほ
し
ま
し
た
。
」
と
い
，

う
一
言
葉
の
矛
盾
か
ら
〈
る
心
理
状
態
、
殺
害
後
の
行
動
、
そ
し
て
最

後
の
自
白
と
、
内
面
の
変
化
を
十
分

K
描
き
き
っ
て
い
る
。
そ

ζ
K

近
松
の
作
意
が
あ
る
よ
う

K
思
う
。

と
の
後
、
近
松
の
世
話
浄
瑠
璃
と
し
て
は
、
最
後
の
「
心
中
管
庚
申
」

が
残
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
と
の
作
品
で
は
、
義
理
堅
い
男
が
主

人
公
と
な
っ
て
な

b
、
劇
の
中
心
K
据
え
ら
れ
て
い
る
の
は
、
義
理

で
あ
る
。

「
女
殺
油
地
獄
」
は
、
破
産
者
的
性
格
の
人
物
が
、
主
人
公
で
あ

っ
た
と
い
う
点
k
b
い
て
、
や
は
り
特
異
で
あ
る
と
言
わ
ね
ば
な
ら

な
い
。

() 
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