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河
竹
黙
阿
弥
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
に
お
け
る
善
悪

菅
　
原
　
令
　
子

一
、
河
竹
黙
阿
弥
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
に
お
け
る
善
悪
の
問
題

河
竹
黙
阿
弥
（1816

〜1893

）
は
盗
賊
を
主
役
と
し
た
歌
舞
伎
、
い
わ
ゆ
る
白
浪
物
の
代
表
的
作
者
で
あ
る
。
黙
阿
弥
の
作
の

多
く
は
、い
わ
ゆ
る
勧
善
懲
悪
の
筋
を
持
っ
た
も
の
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。「
勧か
ん

善ぜ
ん

懲ち
ょ
う

悪あ
く

覗の
ぞ
き

機か
ら

関く
り

」（
文
久
二
年（1862

）初
演)

は
、

そ
の
勧
善
懲
悪
を
題
に
冠
す
る
作
品
で
あ
り
、
河
竹
黙
阿
弥
が
自
身
の
会
心
の
作
と
し
た
作
品
で
あ
る1

。「
覗
機
関
」
と
は
、
穴
か

ら
箱
の
中
の
絵
を
覗
き
、入
れ
替
え
ら
れ
る
複
数
の
絵
を
見
な
が
ら
口
上
を
聞
く
見
世
物
で
あ
る
。
題
で
あ
る
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」

と
は
、
勧
善
懲
悪
、
善
を
勧
め
、
悪
を
懲
ら
し
め
る
物
語
を
、
一
つ
の
見
世
物
の
よ
う
に
表
す
と
い
う
意
で
あ
ろ
う
。

本
作
の
主
役
は
村
井
長
庵
と
い
う
悪
人
で
あ
り
、
長
庵
と
一
人
二
役
で
演
じ
ら
れ
る
番
頭
久
八
は
善
人
で
あ
る
。
藪
医
者
村
井
長

庵
は
金
欲
し
さ
に
義
弟
を
殺
し
、
藤
掛
道
十
郎
と
い
う
浪
人
に
そ
の
罪
を
な
す
り
つ
け
る
が
、
最
後
に
は
自
白
し
罰
を
受
け
る
こ
と

と
な
る
。
一
方
、
質
屋
伊
勢
屋
五
兵
衛
の
番
頭
久
八
は
、
自
殺
し
よ
う
と
す
る
若
旦
那
千
太
郎
を
止
め
よ
う
と
し
て
誤
っ
て
殺
し
て

し
ま
う
。
久
八
は
自
首
し
て
主
殺
し
の
罪
を
償
お
う
と
す
る
が
、
質
草
を
売
っ
た
千
太
郎
の
罪
を
か
ぶ
っ
た
こ
と
、
久
八
が
千
太
郎

の
実
の
兄
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
り
、
千
太
郎
直
筆
の
遺
書
が
証
拠
と
し
て
出
さ
れ
罪
を
許
さ
れ
る
。
久
八
は
そ
の
忠
義
に
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よ
っ
て
、
伊
勢
屋
五
兵
衛
を
継
ぐ
よ
う
命
じ
ら
れ
る
。
大
詰
の
奉
行
大
館
左
馬
之
介
義
晴
の
台
詞
「
あ
ゝ
悪
は
滅
び
、
善
は
栄
え
、

め
で
た
い
〳
〵
」（
三
三
六
頁
）
に
表
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
悪
人
村
井
長
庵
は
罰
さ
れ
、
忠
義
者
の
久
八
は
質
屋
の
主
人
と
な
る
。

本
作
は
、
久
八
の
立
身
出
世
に
よ
っ
て
善
を
勧
め
、
悪
人
村
井
長
庵
を
懲
ら
し
め
る
こ
と
で
悪
を
戒
め
る
、
勧
善
懲
悪
の
筋
を
持
っ

て
い
る
。

し
か
し
、
そ
の
善
悪
の
内
実
は
明
ら
か
で
な
い
。
先
行
研
究
に
お
い
て
も
、
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
。
一
つ
に

は
黙
阿
弥
に
お
け
る
勧
善
懲
悪
が
、
問
う
に
値
し
な
い
表
面
的
な
も
の
と
見
ら
れ
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
河
竹
繁
俊
は
本

作
に
つ
い
て
「
勧
善
懲
悪
と
い
ふ
一
種
の
道
徳
観
も
、
皮
相
な
が
ら
盛
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
述
べ
、「
強
ひ
て
難
を
言
へ
ば
、
何
が
故

に
長
庵
が
悪
事
を
働
か
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
と
い
ふ
、動
機
に
関
す
る
説
明
が
不
足
し
て
ゐ
る
点
で
あ
ろ
う
」と
す
る2

。
こ
の「
勧

善
懲
悪
」
の
思
想
は
「
皮
相
」
に
あ
る
と
い
う
見
解
は
、
黙
阿
弥
作
品
全
体
へ
の
評
と
し
て
も
存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
河
竹
登
志

夫
は
、
黙
阿
弥
の
作
者
生
活
に
お
い
て
終
生
変
わ
ら
な
か
っ
た
も
の
と
し
て
、「
座
附
作
者
と
し
て
の
態
度
」
を
挙
げ
、「
人
生
観
や

問
題
意
識
を
作
品
に
託
す
と
い
っ
た
近
代
文
学
的
な
自
我
や
思
想
性
は
な
か
っ
た
」
と
す
る
。
黙
阿
弥
は
ま
ず
役
者
の
た
め
、
興
行

の
た
め
に
作
品
を
作
っ
た
「
座
附
作
者
」
な
の
で
あ
っ
て
、
思
想
を
託
す
た
め
に
作
品
を
作
っ
た
わ
け
で
は
な
い
。
明
治
に
入
っ
て

か
ら
の
作
品
に
つ
い
て
も
「
因
果
応
報
、
勧
善
懲
悪
の
理
念
を
出
て
い
な
い
」
と
し
、
そ
れ
ら
の
理
念
は
「
全
体
を
穏
健
円
満
に
お

さ
め
る
た
め
の
方
便
で
、
単
純
旧
弊
に
も
せ
よ
、
こ
う
し
た
倫
理
観
を
打
ち
出
そ
う
な
ど
と
い
う
目
的
は
、
微
塵
も
な
か
っ
た
の
は

い
う
ま
で
も
な
い
」
と
述
べ
る3

。
河
竹
登
志
夫
が
あ
く
ま
で
座
付
作
者
と
し
て
黙
阿
弥
を
評
価
し
よ
う
と
す
る
の
は
、「
単
純
旧
弊
」

な
倫
理
観
に
よ
っ
て
、
黙
阿
弥
が
評
価
さ
れ
る
の
を
避
け
る
た
め
で
あ
ろ
う
。
勧
善
懲
悪
を
含
む
近
世
思
想
を
軽
視
す
る
、
近
代
化

以
降
の
視
点
が
こ
こ
に
は
あ
る
。
し
か
し
、黙
阿
弥
の
作
品
に
「
倫
理
観
を
打
ち
出
そ
う
な
ど
と
い
う
目
的
は
、微
塵
も
な
か
っ
た
」

と
い
う
こ
と
が
、
そ
の
ま
ま
、
作
品
の
う
ち
に
黙
阿
弥
の
倫
理
観
が
表
現
さ
れ
て
い
な
い
、
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
黙
阿
弥
は
座

付
作
者
だ
が
、
作
品
の
す
べ
て
を
、
役
者
に
宛
書
し
て
書
い
た
こ
と
に
帰
す
の
は
強
引
で
あ
ろ
う
。
興
行
の
た
め
で
あ
れ
、
役
者
の
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た
め
で
あ
れ
、黙
阿
弥
の
作
品
に
黙
阿
弥
の
倫
理
観
、思
想
が
滲
み
出
て
い
な
い
こ
と
は
な
い
。
勧
善
懲
悪
が
論
ず
る
ま
で
も
な
い
、

古
い
、
価
値
が
な
い
理
念
と
さ
れ
た
た
め
に
、
座
付
作
者
で
あ
る
こ
と
を
根
拠
と
し
て
、
黙
阿
弥
が
善
悪
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
描

い
て
い
る
の
か
、
そ
の
内
実
が
問
わ
れ
る
こ
と
は
少
な
か
っ
た
と
言
え
よ
う
。

二
つ
に
は
、
作
中
で
性
善
説
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
本
作
大
詰
、
左
馬
之
介
の
台
詞
に
「
性
は
善
な
る
も
の

じ
ゃ
な
あ
」（
三
三
五
頁
）と
い
う
も
の
が
あ
る
。
性
善
説
は
黙
阿
弥
作
品
全
体
に
も
見
ら
れ
る
。
岡
本
綺
堂
は「
彼
は
決
し
て『
悪
』

を
描
く
に
興
味
を
有
し
て
ゐ
た
の
で
は
な
い
。
彼
と
提
携
し
て
ゐ
た
四
代
目
市
川
小
団
次
と
い
ふ
俳
優
が
さ
う
い
ふ
役
柄
に
適
し
て

ゐ
た
為
で
あ
る
」
と
述
べ
、
黙
阿
弥
が
「
悪
」
を
描
く
理
由
を
そ
の
座
付
作
者
と
い
う
立
場
に
帰
し
、「
単
に
そ
の
作
物
の
表
面
か

ら
観
察
し
て
も
、黙
阿
弥
の
描
い
た『
悪
人
』に
真
の
悪
人
ら
し
い
の
は
殆
ど
無
い
と
云
っ
て
よ
い
。（
中
略
）彼
に
描
か
れ
た
る『
悪

人
』
は
、
善
人
が
何
か
の
事
情
又
は
動
機
で
悪
事
を
働
い
て
ゐ
る
場
合
を
書
い
た
や
う
な
も
の
が
多
く
、
真
の
悪
人
が
悪
事
を
働
い

て
ゐ
る
場
合
を
書
い
た
も
の
は
少
い
や
う
に
見
え
る
」
と
述
べ
る4

。
黙
阿
弥
の
描
く
悪
人
は
畢
竟
善
人
で
あ
る
。
諏
訪
春
雄
は
こ

れ
に
全
面
的
に
賛
成
す
る
も
の
で
は
な
い
が
、「
所
詮
悪
は
善
に
勝
て
ず
、
悪
心
は
一
時
的
に
理
性
を
掩
う
よ
う
な
こ
と
が
あ
っ
て

も
、
最
後
は
善
心
に
帰
る
と
い
う
の
が
黙
阿
弥
の
と
ら
え
た
悪
」
と
し
、「
性
善
説
を
と
る
黙
阿
弥
に
と
っ
て
、
悪
は
人
間
の
本
然

の
状
態
で
は
な
く
、
一
時
の
仮
象
に
す
ぎ
な
い
。
や
が
て
は
浄
め
ら
れ
る
べ
き
汚
染
に
す
ぎ
な
い
」
と
す
る
。
悪
は
あ
く
ま
で
「
善

を
強
調
す
る
た
め
の
方
便
で
あ
り
、
何
ら
か
の
目
的
を
達
成
し
よ
う
と
し
て
性
急
の
あ
ま
り
に
犯
す
過
ち
で
あ
る
。
い
ず
れ
に
し
て

も
、
悪
は
そ
れ
自
体
の
実
在
感
を
失
っ
て
観
念
の
産
物
と
な
る
」
と
い
う5

。
諏
訪
曰
く
、
黙
阿
弥
の
性
善
説
で
は
、
悪
は
悪
と
し

て
何
ら
か
の
意
味
が
あ
る
も
の
で
は
な
い
。
そ
れ
は
「
仮
象
」
で
あ
る
。
し
か
し
「
浄
め
ら
れ
る
べ
き
汚
染
」
は
な
ぜ
起
こ
る
の
か
、

「
性
急
の
あ
ま
り
」
と
は
い
え
な
ぜ
過
ち
を
犯
す
の
か
、悪
の
内
実
が
な
い
た
め
に
か
え
っ
て
疑
問
は
消
え
な
い
。
岡
本
綺
堂
も
「
黙

阿
弥
の
作
物
に
あ
ら
は
れ
て
ゐ
る
悪
人
の
大
部
分
は
い
づ
れ
も
多
情
、
多
感
、
い
は
ゆ
る
血
も
涙
も
あ
る
人
間
ば
か
り
で
、
義
理
に

明
る
く
、
人
情
に
富
み
、
ど
う
し
て
こ
れ
が
悪
人
で
あ
る
の
か
、
か
う
い
ふ
人
物
が
ど
う
し
て
悪
事
を
働
く
の
か
、
我
々
に
は
殆
ど
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理
解
し
得
な
い
や
う
な
場
合
が
多
い
」
と
言
う6

。
性
善
説
を
受
け
止
め
る
時
、
黙
阿
弥
が
描
く
悪
に
つ
い
て
の
疑
問
は
、
さ
ら
に

解
き
難
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

そ
も
そ
も
、性
善
説
を
取
り
つ
つ
勧
善
懲
悪
を
描
く
と
い
う
の
は
、若
干
変
わ
っ
た
表
現
の
仕
方
で
あ
る
。
勧
善
懲
悪
の
筋
が
「
皮

相
」
に
留
ま
る
と
取
ら
れ
る
の
も
、
性
善
説
に
よ
る
と
こ
ろ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
た
と
え
ば
、
河
竹
登
志
夫
が
勧
善
懲
悪
を
評

し
て
「
全
体
を
穏
健
円
満
に
お
さ
め
る
た
め
の
方
便
」
と
述
べ
る
の
は
、
悪
を
主
役
と
し
た
物
語
が
、
多
く
は
悪
人
の
悔
悟
に
よ
っ

て
「
穏
健
円
満
に
」
終
わ
る
か
ら
で
あ
ろ
う
。
悪
が
悪
に
徹
せ
ず
悔
悟
に
よ
っ
て
終
わ
る
の
は
、
勧
善
懲
悪
の
筋
と
し
て
不
徹
底
で

あ
る
。
同
時
代
、黙
阿
弥
が
生
ま
れ
る
二
年
前
に
は
、勧
善
懲
悪
も
の
と
し
て
有
名
な
曲
亭
馬
琴
に
よ
る
読
本
『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

初
輯
が
発
表
さ
れ
た
。
勧
善
懲
悪
な
ら
ば
、
善
な
る
主
役
側
の
人
物
が
、
悪
な
る
敵
役
の
人
物
に
打
ち
勝
つ
、『
南
総
里
見
八
犬
伝
』

の
よ
う
な
も
の
が
自
然
で
あ
る
。
黙
阿
弥
の
よ
う
に
、
悪
人
を
主
役
と
し
た
白
浪
物
を
多
く
作
り
出
し
、
時
に
悪
人
を
美
し
く
格
好

良
く
描
き
つ
つ
、
性
善
説
を
取
り
、
悪
人
の
懺
悔
や
悔
悟
に
よ
る
悪
人
自
身
の
自
滅
に
よ
っ
て
勧
善
懲
悪
の
筋
を
作
る
時
、
悪
人
に

も
善
心
を
認
め
る
が
ゆ
え
に
、
結
局
善
悪
の
内
実
が
不
明
瞭
と
な
る
。

こ
の
よ
う
な
悪
と
善
と
の
関
係
に
目
配
り
を
し
た
先
行
研
究
に
は
、
た
と
え
ば
今
尾
哲
也
の
論
が
あ
る7

。
今
尾
哲
也
は
黙
阿
弥

作
品
に
見
ら
れ
る
慣
用
句
「
悪
に
強
い
は
善
に
も
強
い
」
と
い
う
言
葉
を
挙
げ
、「
人
間
の
性
は
善
な
る
も
の
。
だ
か
ら
こ
そ
、
自

覚
し
て
悪
を
抜
け
出
し
、
善
に
立
ち
戻
っ
た
人
間
は
、
力
強
く
、
善
に
満
ち
た
人
生
を
生
き
る
こ
と
が
で
き
る
」
と
し
、
ま
た
「
善

な
る
性
に
立
ち
戻
ろ
う
と
は
せ
ず
、
悪
業
を
続
け
て
止
ま
ぬ
も
の
は
、
遅
か
れ
早
か
れ
、
天
の
罰
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
と

述
べ
て
、こ
れ
を
「
勧
善
懲
悪
」
の
理
念
と
す
る
。
ま
た
、「
富ふ
じ
と士
三み

升ま
す

扇
す
え
ひ
ろ
曽そ

我が

」
な
ど
の
検
討
か
ら
、悪
の
世
界
に
つ
い
て
、「
自

己
意
識
的
に
行
為
す
る
人
間
の
自
由
な
世
界
」
と
述
べ
、
悪
人
の
悔
悟
に
つ
い
て
、
悪
に
よ
っ
て
自
立
的
に
生
き
る
人
間
が
「
自
己

の
自
立
的
人
生
も
、
よ
り
価
値
的
な
他
者
を
犠
牲
に
す
る
似に
て
ひ
な
る

而
非
自
立
だ
と
覚
」
り
、「
自
立
の
真
意
に
目
覚
め
、『
改
心
』
と
い
う

自
己
認
識
を
実
現
し
て
、自
ら
犯
し
た
『
不
忠・不
孝
』
の
罪
を
、死
を
も
っ
て
つ
ぐ
な
い
な
が
ら
『
性
善
』
の
根
元
に
も
ど
っ
て
『
忠
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義・孝
行
』
へ
と
転
じ
、
成
仏
す
る
」
と
説
く
。
今
尾
は
黙
阿
弥
の
悪
を
、
貧
富
の
格
差
に
苦
し
む
下
層
の
人
間
が
自
由
を
求
め
る
、

脱
階
層
の
手
段
と
す
る
。「
自
立
の
真
意
」、「『
性
善
』
の
根
元
」
が
何
を
指
す
の
か
曖
昧
だ
が
、
共
同
体
か
ら
一
端
脱
出
し
た
は
ず

の
悪
人
が
、
結
局
そ
の
共
同
体
に
生
か
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
き
、
共
同
体
の
た
め
に
死
ぬ
と
い
う
流
れ
は
、
黙
阿
弥
に
お
け
る

勧
善
懲
悪
を
解
く
う
え
で
多
く
の
示
唆
を
含
ん
で
い
る
と
思
わ
れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
こ
の
解
釈
は
、「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
に
は
適

用
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
は
次
に
あ
げ
る
理
由
に
よ
る
。

「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
に
お
け
る
善
悪
が
十
分
に
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
理
由
の
三
つ
目
に
は
、
本
作
の
主
役
村
井
長
庵
が
、
黙
阿

弥
作
品
に
お
い
て
は
例
外
的
に
極
悪
な
悪
人
で
あ
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
岡
本
綺
堂
は
、
黙
阿
弥
の
悪
人
は
ほ
ぼ
善
人
で
あ
る
と

述
べ
つ
つ
、「
そ
の
な
か
の
一
種
の
異
例
と
も
見
る
べ
き
は
『
村
井
長
庵
』
で
あ
る
。
彼
は
義
弟
を
殺
し
、
妹
を
殺
し
、
そ
の
罪
を

他
人
に
ぬ
り
付
け
、或
は
詐
欺
的
行
為
を
働
い
て
、毫
も
悔
い
な
い
の
で
あ
る
。
し
か
も
召
捕
ら
れ
て
白
洲
に
引
出
さ
れ
て
も
、や
ゝ

も
す
れ
ば
役
人
を
嘲
弄
し
て
、
強
情
に
服
罪
し
な
い
」
と
言
う
。
岡
本
綺
堂
は
こ
の
悪
人
の
落
と
し
ど
こ
ろ
を
「
こ
ゝ
に
記
憶
す
べ

き
は
、
こ
の
村
井
長
庵
と
忠
義
の
番
頭
久
八
の
二
役
を
か
の
小
団
次
が
勤
め
て
ゐ
る
こ
と
で
、
長
庵
の
悪
事
と
久
八
の
忠
義
と
が
殆

ど
等
分
に
、
む
し
ろ
久
八
の
方
に
重
き
を
置
い
た
や
う
に
書
か
れ
て
あ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
に
見
て
い
る8

。
一
人
二
役
だ
か
ら
、

大
き
な
悔
悟
が
見
ら
れ
な
い
長
庵
も
、
善
な
る
久
八
の
姿
を
通
し
て
、
性
善
と
し
て
「
穏
健
円
満
」
に
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。
今

尾
哲
也
も
そ
れ
に
倣
い
「
善
と
悪
と
は
一
人
の
人
間
の
中
に
潜
む
二
つ
の
心
の
側
面
で
あ
る
。（
中
略
）
こ
の
難
し
い
命
題
を
、
新

七
は
、『
二
役
早
替
り
』
と
い
う
演
出
手
法
を
介
し
て
舞
台
化
す
る
こ
と
に
成
功
し
た
」
と
、
村
井
長
庵
と
久
八
と
を
一
人
の
人
間

の
二
つ
の
側
面
と
見
て
、
性
善
説
に
納
得
を
得
て
い
る9

。
つ
ま
り
は
、
作
中
に
「
性
は
善
な
る
も
の
じ
ゃ
な
あ
」
と
い
う
言
葉
が

あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
村
井
長
庵
の
善
は
、
一
人
二
役
と
い
う
演
出
と
し
て
し
か
捉
え
ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
諏
訪
春

雄
は
、
名
奉
行
の
吟
味
に
よ
っ
て
、
最
後
に
は
長
庵
が
罪
を
認
め
る
こ
と
に
注
目
し
、「
公
権
力
を
賛
美
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
み

ご
と
な
平
衡
を
保
っ
て
終
わ
っ
て
い
る
」
と
述
べ
る10

。
こ
れ
は
前
述
し
た
諏
訪
の
、
悪
は
「
善
を
強
調
す
る
た
め
の
方
便
」
で
あ
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る
と
い
う
論
に
つ
な
が
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
長
庵
の
極
悪
さ
は
公
権
力
の
善
を
強
調
す
る
た
め
の
方
便
で
し
か
な
い
。

村
井
長
庵
は
極
悪
で
あ
る
が
、
そ
の
悪
の
内
実
に
つ
い
て
は
論
じ
ら
れ
ず
、
他
の
黙
阿
弥
作
品
と
同
じ
よ
う
に
形
式
的
観
念
的
に

受
け
取
ら
れ
て
き
た
と
言
え
る
。
さ
ら
に
、
久
八
と
の
一
人
二
役
を
理
由
に
、
悪
の
悔
悟
す
ら
も
論
じ
ら
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
た

め
、
他
作
品
に
ま
し
て
研
究
が
不
十
分
な
点
が
あ
る
。

「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
の
善
悪
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
村
井
長
庵
の
善
悪
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

本
論
で
は
、
村
井
長
庵
の
善
悪
を
、
興
行
や
役
者
を
考
慮
に
入
れ
ず
、
作
品
内
の
理
路
に
沿
っ
て
明
ら
か
に
し
て
い
き
た
い
。
そ
う

す
る
こ
と
で
、
黙
阿
弥
自
身
が
持
っ
て
い
た
勧
善
懲
悪
観
の
一
部
が
明
ら
か
に
な
る
だ
ろ
う
。
本
作
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
は
、
勧

善
懲
悪
を
題
に
冠
し
、
極
悪
な
悪
人
を
主
役
に
据
え
つ
つ
、
性
善
説
を
語
る
台
詞
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
作
品
で
あ
る
。
村
井
長
庵
の

極
悪
さ
が
た
と
え
他
の
作
品
か
ら
異
質
に
見
え
た
と
し
て
も
、
勧
善
懲
悪
、
性
善
説
と
い
っ
た
黙
阿
弥
作
品
に
お
け
る
重
要
な
要
素

は
変
わ
り
な
く
存
在
す
る
。
本
作
の
善
悪
を
明
ら
か
に
し
、
黙
阿
弥
作
品
の
勧
善
懲
悪
観
の
一
部
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
ひ
い

て
近
世
思
想
に
お
け
る
善
悪
の
観
念
の
研
究
に
資
す
る
と
思
わ
れ
る
。

二
、
村
井
長
庵
の
白
状
を
め
ぐ
る
問
題

河
竹
繁
俊
に
よ
れ
ば
、「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
は
、
講
談
の
『
大
岡
政
談
』
を
題
材
に
し
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。「
全
体
の
筋
の

上
に
は
大
し
た
変
り
は
な
い
」
が
、
細
か
な
省
略
や
、
設
定
の
変
化
や
付
加
、
六
幕
目
の
世
話
場
な
ど
、
黙
阿
弥
の
創
作
箇
所
も
見

ら
れ
る11

。

『
大
岡
政
談
』
と
は
、
辻
達
也
に
よ
れ
ば
、「
中
国
の
裁
判
故
事
や
そ
の
翻
案
を
典
拠
と
し
、
ま
た
他
の
部
分
は
江
戸
時
代
初
期
以

来
の
名
奉
行
の
事
績
に
托
し
た
裁
判
物
語
が
、
い
つ
し
か
大
岡
忠
相
に
集
中
し
て
い
っ
て
成
立
し
た
も
の
」
で
あ
り
、
そ
の
発
達
、
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普
及
に
は
「
写
本
と
貸
本
屋
が
は
な
は
だ
重
要
な
役
割
を
演
じ
た
」
と
い
う12

。
一
九
世
紀
ご
ろ
に
は
長
編
化
、
複
雑
化
し
た
が
、

そ
こ
に
は
青
砥
藤
綱
の
名
裁
判
を
描
い
た
読
み
本
、
曲
亭
馬
琴
『
青あ
お

砥と

藤ふ
じ

綱つ
な

摸も

稜り
ょ
う

案あ
ん

』（
文
化
八
│
九
年
（
一
八
一
一
│
一
二
））

の
影
響
も
認
め
ら
れ
る
。『
大
岡
政
談
』
に
お
け
る
「
村
井
長
庵
之
記
」
も
、
実
説
は
確
認
で
き
ず
、
長
編
化
、
複
雑
化
し
た
裁
判

物
語
の
類
と
考
え
ら
れ
る
。

河
竹
黙
阿
弥
の
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
は
、
そ
の
成
立
年
代
か
ら
見
て
も
、
そ
の
よ
う
な
『
大
岡
政
談
』
の
発
達
を
背
景
に
作
劇

さ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。『
大
岡
政
談
』と
の
差
異
を
探
る
こ
と
で
、河
竹
黙
阿
弥
の
思
想
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

『
大
岡
政
談
』
と
本
作
と
の
差
異
で
特
に
注
目
す
べ
き
も
の
は
、
村
井
長
庵
の
自
白
が
何
に
よ
る
も
の
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

『
大
岡
政
談
』
に
お
い
て
、
大
岡
忠
相
に
証
拠
を
挙
げ
て
諭
さ
れ
た
長
庵
は
、
事
件
に
関
わ
る
証
人
た
ち
を
睨
み
、「
汝
ら
一
同
確

か
に
聞
け
。
お
の
れ
ら
は
揃
い
も
揃
い
し
た
わ
け
な
る
に
、
そ
の
智
恵
の
足
ら
ざ
る
を
思
わ
ず
、
よ
く
も
我
が
事
を
訴
人
せ
し
者
な

る
か
な
。
さ
り
な
が
ら
今
日
た
だ
い
ま
ま
で
は
た
と
え
骨
々
を
断
ち
割
ら
れ
、
鉛
の
熱
湯
は
愚
か
、
水
責
め
・
火
責
め
・
海
老
責
め

に
成
る
と
も
白
状
な
す
ま
じ
と
覚
悟
せ
し
が
、
御
奉
行
様
の
御
明
諭
に
よ
り
、
今
ぞ
我
が
な
せ
し
悪
事
の
段
々
残
ら
ず
白
状
せ
ん
」

（
一
八
〇
頁
）
と
言
う13

。『
大
岡
政
談
』
で
は
、
当
然
な
が
ら
、
名
奉
行
に
よ
っ
て
事
件
が
解
決
に
向
か
う
。
拷
問
に
も
臆
さ
ず
、

被
害
者
家
族
や
関
係
者
に
対
し
て
ま
っ
た
く
謝
罪
の
念
を
持
た
な
い
、
む
し
ろ
訴
え
ら
れ
た
こ
と
を
逆
恨
み
す
ら
す
る
長
庵
が
、
名

奉
行
の
権
威
に
よ
っ
て
の
み
、
罪
を
認
め
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
お
い
て
長
庵
は
徹
底
し
て
悪
で
あ
り
、
そ
の
罪
を
反
省
す
る
場
面

は
な
い
。

つ
い
で
久
八
の
取
り
調
べ
が
あ
り
、
久
八
は
死
罪
で
は
な
く
流
刑
と
な
る
。
奉
行
は
同
じ
殺
人
と
い
う
犯
罪
か
ら
、
長
庵
と
久
八

と
の
違
い
、
善
悪
の
違
い
を
見
て
取
っ
た
。『
大
岡
政
談
』
は
、
奉
行
が
善
悪
の
違
い
を
見
逃
さ
な
い
こ
と
、
善
人
悪
人
が
受
け
る

罰
の
違
い
を
示
す
た
め
に
、
殺
人
犯
、
長
庵
・
久
八
の
双
方
の
裁
許
が
並
べ
て
あ
る
物
語
と
言
え
よ
う
。「
村
井
長
庵
之
記
」
冒
頭

に
「
天
網
い
か
で
こ
の
悪
も
の
を
の
が
さ
ん
。
そ
の
咎
め
を
こ
う
ぶ
る
に
及
ん
で
は
、
偽
っ
て
の
が
る
る
に
道
な
く
、
飾
っ
て
覆
う
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べ
き
の
理
な
し
。
さ
れ
ば
大
岡
越
前
守
殿
の
裁
許
に
預
か
り
し
者
、
そ
の
善
悪
邪
正
わ
か
た
ざ
る
な
し
、
実
に
賢
奉
行
と
や
い
い
つ

べ
し
」（
八
七
頁
）
と
あ
る
よ
う
に
、
奉
行
の
裁
許
は
天
の
働
き
や
「
善
悪
応
報
」（
一
九
六
頁
）
の
理
を
代
行
す
る
ご
と
き
も
の
で

あ
る
。
諏
訪
春
雄
の
述
べ
る
「
公
権
力
の
賛
美
」
は
、「
善
悪
応
報
」
の
執
行
者
と
し
て
奉
行
が
描
か
れ
る
、『
大
岡
政
談
』
に
こ
そ

当
て
は
ま
る
。

対
し
て
、
本
作
の
長
庵
は
、
名
奉
行
大
館
左
馬
之
介
義
晴
の
「
た
と
え
長
庵
が
弁
舌
を
飾
り
、
詞
た
く
み
に
陳
ず
る
と
も
、
天
下

の
御
威
光
、
こ
の
大
館
が
白
状
さ
せ
、
敵
は
取
っ
て
得
さ
す
る
ぞ
」
と
言
う
言
葉
に
も
動
じ
ず
、「
責
め
ら
ば
責
め
ろ
、
白
状
し
て

上
の
仕
置
き
を
受
け
て
死
ぬ
の
も
、責
め
殺
さ
れ
て
死
ぬ
の
も
五
分
だ
。一
分
試
め
し
に
斬
り
刻
ま
れ
て
も
、言
う
め
え
と
思
っ
た
ら
、

何
か
白
状
す
る
も
の
か
、も
と
よ
り
知
ら
ぬ
人
殺
し
、何
の
つ
け

0

0

に
言
う
も
の
か
」（
三
二
六
頁
）と
嘯
く
。
長
庵
は
白
状
し
な
い
ま
ま
、

拷
問
へ
と
連
れ
て
行
か
れ
つ
つ
、「
へ
ゝ
ゝ
、
世
間
の
人
の
噂
に
は
大
館
公
は
名
奉
行
、
勝
れ
た
智
者
の
仁
者
の
と
評
判
す
る
の
は

大
違
え
、
お
れ
が
目
か
ら
は
た
だ
の
人
間
、
あ
ん
ま
り
褒
め
た
人
で
も
ね
え
な
あ
」（
同
前
）
と
憎
ま
れ
口
を
叩
い
て
去
っ
て
い
く
。

奉
行
が
担
う
「
天
下
の
御
威
光
」
は
長
庵
に
は
通
じ
な
い
。
長
庵
か
ら
見
れ
ば
奉
行
も
「
た
だ
の
人
間
」
で
あ
る
。

続
い
て
、
舞
台
上
で
は
久
八
の
主
殺
し
に
つ
い
て
取
り
調
べ
が
あ
り
、
千
太
郎
の
自
殺
の
書
置
き
か
ら
、
久
八
へ
無
罪
の
裁
許
が

出
る
。
そ
こ
へ
「
怪
我
に
て
致
せ
し
事
な
る
を
、
主
殺
し
と
訴
え
出
し
久
八
が
忠
義
を
感
じ
、
強
情
不
敵
の
村
井
長
庵
、
先
非
を
悔

い
て
悪
事
の
段
々
、た
ゞ
い
ま
白
状
致
し
て
ご
ざ
り
ま
す
る
」（
三
三
五
頁
）と
奥
か
ら
報
告
が
あ
り
、奉
行
は「
性
は
善
な
る
も
の
じ
ゃ

な
あ
」（
同
前
）
と
感
嘆
す
る
。
こ
の
本
作
の
長
庵
の
白
状
は
、「
久
八
が
忠
義
を
感
じ
」「
先
非
を
悔
い
て
」
と
あ
り
、改
心
と
言
っ

て
も
良
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
久
八
の
善
に
長
庵
が
感
応
し
、
罪
の
自
白
に
至
る
こ
と
か
ら
、
奉
行
は
人
の
性
が
善
で
あ
る
と
言
う
の

で
あ
る
。

本
作
は『
大
岡
政
談
』を
題
材
に
し
つ
つ
、事
件
の
解
決
を
奉
行
の
権
威
に
帰
さ
ず
、長
庵
の
改
心
か
ら
勧
善
懲
悪
の
結
末
に
至
る
。

性
善
説
を
踏
ま
え
つ
つ
勧
善
懲
悪
を
示
そ
う
と
す
る
黙
阿
弥
の
創
意
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。
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本
節
で
は
、
そ
こ
で
、
こ
の
長
庵
の
改
心
を
手
掛
か
り
に
、
黙
阿
弥
の
描
い
た
村
井
長
庵
の
善
悪
の
内
実
を
検
討
し
て
い
き
た
い
。

先
に
村
井
長
庵
の
罪
の
自
白
を
改
心
と
し
た
が
、
そ
も
そ
も
長
庵
は
な
ぜ
当
初
罪
を
白
状
し
な
か
っ
た
の
か
。
ま
た
な
ぜ
久
八
の
取

り
調
べ
を
聞
い
て
罪
を
自
白
す
る
に
至
っ
た
の
か
。

長
庵
は
、
長
庵
を
白
状
さ
せ
よ
う
と
い
う
奉
行
の
言
葉
に
反
発
し
、
白
状
し
な
い
こ
と
を
宣
言
す
る
。
先
に
引
用
し
た
「
責
め
ら

ば
責
め
ろ
、白
状
し
て
上
の
仕
置
き
を
受
け
て
死
ぬ
の
も
、責
め
殺
さ
れ
て
死
ぬ
の
も
五
分
だ
。
一
分
試
め
し
に
斬
り
刻
ま
れ
て
も
、

言
う
め
え
と
思
っ
た
ら
、
何
か
白
状
す
る
も
の
か
、
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
人
殺
し
、
何
の
つ
け

0

0

に
言
う
も
の
か
」
と
い
う
台
詞
で
あ
る
。

こ
の
台
詞
の
前
に
は
、
悪
人
仲
間
の
三
次
が
駆
け
込
み
訴
訟
を
し
、
長
庵
に
頼
ま
れ
て
そ
の
妹
そ
よ
を
殺
し
た
こ
と
を
白
状
し
て

い
る
。
つ
ま
り
は
、
こ
の
場
面
で
は
既
に
証
拠
が
出
そ
ろ
い
、
つ
い
に
は
三
次
か
ら
長
庵
の
悪
事
が
暴
露
さ
れ
、
あ
と
は
長
庵
が
白

状
す
れ
ば
、
罪
状
が
確
定
す
る
と
い
う
と
こ
ろ
で
あ
る
。

長
庵
は
拷
問
に
臆
す
る
様
子
を
見
せ
な
い
。
白
状
し
て
死
罪
と
な
る
の
も
、
拷
問
で
死
ぬ
の
も
、
長
庵
か
ら
す
れ
ば
「
五
分
」、

ど
ち
ら
も
同
じ
よ
う
な
も
の
と
言
う
。「
一
分
試
め
し
に
斬
り
刻
ま
れ
て
も
、
言
う
め
え
と
思
っ
た
ら
、
何
か
白
状
す
る
も
の
か
」

と
い
う
言
葉
は
、
無
実
の
主
張
と
は
微
妙
に
異
な
る
。
言
わ
な
い
と
い
う
形
で
、
白
状
す
べ
き
こ
と
が
存
在
す
る
こ
と
を
暗
に
示
す

言
葉
で
あ
る
。
三
次
の
自
白
に
よ
り
罪
が
ほ
ぼ
明
ら
か
で
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
斬
り
刻
ま
れ
て
も
白
状
し
な
い
と
い
う
主
張
は
、

奉
行
の
取
り
調
べ
の
無
意
味
を
主
張
す
る
、
挑
発
的
な
言
葉
で
あ
る
。
続
く
「
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
人
殺
し
、
何
の
つ
け

0

0

に
言
う
も
の

か
」
で
、
長
庵
は
取
っ
て
つ
け
た
よ
う
に
無
実
を
主
張
し
、
白
状
す
る
理
由
が
な
い
と
言
う
。
三
次
は
こ
れ
を
聞
い
て
「
お
れ
が
口

か
ら
白
状
し
た
の
に
、
も
う
手
前
の
罪
は
極
ま
っ
た
、
わ
ず
か
な
間
も
痛
い
目
を
す
る
の
は
た
わ
け
の
行
き
留
ま
り
」（
三
二
六
頁
）

と
諭
す
が
、
長
庵
は
「
白
状
し
ね
え
と
言
っ
た
日
に
ゃ
あ
骨
に
な
る
ま
で
言
や
あ
し
ね
え
」（
同
前
）
と
退
け
る
。

し
か
し
三
次
の
言
う
よ
う
に
、
白
状
し
て
死
罪
と
な
る
の
と
、
拷
問
で
死
ぬ
の
と
は
、
同
じ
で
は
な
い
。
後
者
の
方
が
、
死
に
至

る
過
程
に
耐
え
難
い
苦
痛
が
あ
る
。
ま
た
三
次
は
自
身
が
駆
け
込
み
訴
訟
を
し
た
理
由
に
つ
い
て
、
登
場
直
後
に
「
誰
い
う
と
な
く

33

02_菅原氏.indd   33 2020/03/04   14:06:00



人
殺
し
を
世
間
の
人
が
知
っ
た
様
子
、
ど
う
で
取
ら
れ
る
命
な
ら
、
潔
く
名
乗
っ
て
出
て
、
お
上
の
お
仕
置
き
受
け
る
の
が
せ
め
て

こ
の
身
の
罪
亡
ぼ
し
（
中
略
）
先
非
を
悔
い
て
、
今
駆
け
込
み
御
訴
訟
申
し
上
げ
ま
す
る
」（
三
二
四
頁
）
と
語
り
、
長
庵
の
悪
事

を
も
語
っ
て
「
悪
事
の
段
々
並
べ
た
ら
ど
う
で
も
死
な
に
ゃ
あ
な
ら
ね
え
体
、
立
派
に
お
上
の
お
仕
置
き
受
け
、
斬
ら
れ
て
死
ぬ
の

が
罪
滅
ぼ
し
、
お
れ
と
一
緒
に
冥
土
へ
行
き
ゃ
れ
」（
三
二
五
頁
）
と
、
長
庵
の
白
状
を
促
し
て
い
た
。
三
次
か
ら
す
れ
ば
、
悪
事

が
露
見
す
れ
ば
死
罪
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
同
じ
死
ぬ
な
ら
、
他
人
か
ら
訴
え
ら
れ
拷
問
に
よ
っ
て
死
ぬ
よ
り
は
、
白
状
し

て
死
罪
に
な
る
方
が
、
罪
滅
ぼ
し
に
な
る
と
い
う
利
点
が
あ
る
。

対
し
て
長
庵
は
、
白
状
を
促
す
三
次
の
言
葉
に
「
手
前
は
そ
ん
な
悪
事
が
あ
る
ゆ
え
、
名
乗
っ
て
出
て
お
仕
置
き
を
受
け
る
が
そ

の
身
の
勝
手
だ
ろ
う
が
、
こ
の
長
庵
は
覚
え
の
な
い
事
、
そ
の
お
仕
置
き
に
な
ら
れ
る
も
の
か
え
」（
同
前
）
と
答
え
て
い
た
。
三

次
は
「
悪
事
が
あ
る
」
と
し
て
も
、
長
庵
は
「
覚
え
の
な
い
事
」
と
い
う
主
張
で
あ
る
。
そ
の
罪
が
ほ
ぼ
明
ら
か
に
な
っ
て
お
り
、

拷
問
か
刑
罰
に
よ
る
死
が
確
定
的
な
な
か
で
、
苦
痛
を
避
け
る
利
や
、
罪
滅
ぼ
し
と
い
う
利
を
取
ら
ず
、
長
庵
は
た
だ
罪
を
認
め
な

い
。「
覚
え
の
な
い
事
」「
も
と
よ
り
知
ら
ぬ
人
殺
し
」
か
ら
は
、
徹
底
し
て
罪
を
認
め
な
い
意
志
が
伺
え
る
。
長
庵
は
罪
を
認
め
な

い
が
ゆ
え
に
、
苦
痛
が
多
い
拷
問
に
よ
る
死
を
選
び
、
奉
行
に
裁
か
れ
る
こ
と
を
認
め
な
い
。
奉
行
が
「
天
下
の
御
威
光
」
で
は
な

く
、「
た
だ
の
人
間
」
と
見
え
る
の
は
、
奉
行
を
、
自
分
を
裁
く
存
在
と
し
て
認
め
て
い
な
い
か
ら
で
あ
ろ
う
。

こ
こ
ま
で
、
長
庵
が
罪
を
認
め
な
い
が
ゆ
え
に
、
罪
の
白
状
を
し
な
い
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
き
た
。
で
は
、
な
ぜ
長
庵
は
罪

を
認
め
な
い
の
だ
ろ
う
か
。
こ
の
場
面
は
、
罪
を
認
め
な
け
れ
ば
無
実
に
な
る
よ
う
な
、
な
ん
ら
か
の
利
が
あ
る
状
況
で
は
な
い
。

第
一
、
自
分
が
殺
人
と
い
う
罪
を
犯
し
た
こ
と
は
、
長
庵
自
身
が
一
番
良
く
分
か
っ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。
証
拠
も
揃
い
、
仲
間
の

告
発
も
あ
る
中
で
、
長
庵
が
あ
え
て
苦
痛
に
満
ち
た
拷
問
に
よ
る
死
を
選
ぶ
、
そ
の
理
由
は
ど
こ
に
あ
る
の
だ
ろ
う
か
。
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三
、
村
井
長
庵
に
と
っ
て
の
殺
人

こ
こ
で
一
度
、
村
井
長
庵
に
と
っ
て
、
義
理
の
弟
を
殺
す
と
い
う
犯
罪
が
、
ど
の
よ
う
な
も
の
だ
っ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た

い
。殺

し
の
場
の
長
台
詞
は
、「
三さ
ん

人に
ん

吉き
ち

三さ

廓
く
る
わ
の

初は
つ

買が
い

」
以
来
、「
厄
払
い
」
と
呼
ば
れ
て
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
一
つ
の
大
き
な
見
せ

場
に
な
っ
て
い
る
。
長
庵
は
義
弟
重
兵
衛
を
殺
し
、
金
を
奪
っ
た
後
、
次
の
よ
う
な
長
台
詞
を
述
べ
る
。

ち
ょ
う
ど
時
刻
も
寅
の
刻
、
千
里
一
飛
闇
雲
に
後
を
つ
け
た
る
暗
ま
ぎ
れ
、
篠
突
く
雨
に
往
来
の
な
い
を
幸
い
ば
っ
さ
り
と

夜
網
に
あ
ら
ぬ
殺
生
も
、
わ
ず
か
五
十
に
足
ら
ね
え
金
、
人
の
命
も
五
十
年
、
長
い
浮
世
を
長
袖
の
小
袖
ぐ
る
み
で
交
際
も
、

丸
い
頭
を
看
板
に
医
者
と
い
う
の
が
身
の
一
徳
、
し
か
し
十
徳
を
着
る
長
棒
に
し
ょ
せ
ん
出
世
の
出
来
ね
え
の
は
、
言
わ
ず

と
知
れ
た
藪
育
ち
、
蚊
よ
り
も
ひ
ど
く
人
の
血
を
吸
い
取
る
悪
事
の
配
剤
は
数
年
馴
れ
た
る
わ
が
匙
先
、
現
在
妹
の
亭
主
ゆ

え
言
わ
ば
義
理
あ
る
弟
だ
が
、
金
と
聞
い
て
は
見
逃
さ
れ
ず
、
手
荒
い
療
治
の
血
ま
ぶ
れ
仕
事
、
酷
い
殺
し
も
金
ゆ
え
だ
、

恨
み
が
あ
る
な
ら
金
に
言
え
。
ど
れ
、
そ
ろ
〳
〵
出
か
け
よ
う
か
。（
ト
傘
を
捜
し
取
っ
て
）
あ
ゝ
つ
め
て
え
、
び
っ
し
ょ
り

濡
れ
た
、
い
や
濡
れ
ぬ
先
こ
そ
露
を
も
厭
え
、
こ
の
傘
を
捨
て
ゝ
お
き
ゃ
あ
殺
し
た
も
の
は
、（
ト
書
き
、
中
略
）
い
ゝ
智
恵

だ
な
あ
。（
二
一
九
頁
）

長
庵
は
姪
を
遊
郭
に
売
っ
た
金
四
十
二
両
を
奪
う
た
め
に
、義
理
の
弟
重
兵
衛
を
殺
す
。
長
台
詞
か
ら
す
れ
ば
、四
十
二
両
は
「
わ

ず
か
五
十
に
足
ら
ね
え
金
」
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
、
長
庵
は
医
者
と
し
て
の
技
術
が
な
く
、
出
世
で
き
な
い
た
め
に
、
そ
の
「
わ

ず
か
」
な
金
も
必
要
で
あ
る
。「
藪
」
医
者
の
「
藪
」
は
野
夫
と
も
書
き
、
田
舎
医
者
の
意
で
も
あ
る
か
ら
、
医
者
と
し
て
の
技
術
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が
拙
い
の
は
田
舎
育
ち
の
所
為
で
あ
る
。
表
向
き
は
医
者
と
し
て
の
看
板
を
掲
げ
つ
つ
悪
事
を
な
し
、「
悪
事
の
配
剤
は
数
年
馴
れ

た
る
わ
が
匙
先
」「
手
荒
い
療
治
の
血
ま
ぶ
れ
仕
事
」
と
、
悪
事
や
殺
し
ま
で
医
者
の
仕
事
の
よ
う
に
表
現
す
る
。

長
庵
は
、
医
者
と
し
て
の
仕
事
で
は
生
活
し
て
い
け
な
い
。「
悪
事
の
配
剤
」
は
「
数
年
馴
れ
た
る
」
と
、
も
は
や
数
年
に
及
ん

で
い
る
。
悪
事
は
長
庵
に
と
っ
て
一
つ
の
仕
事
で
あ
る
。
義
理
の
弟
重
兵
衛
を
殺
す
に
際
し
、
長
庵
に
躊
躇
は
な
い
。
重
兵
衛
か
ら

姪
を
遊
郭
に
売
る
相
談
を
受
け
、
そ
の
手
引
き
を
し
た
時
点
で
、
殺
し
の
計
画
は
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
重
兵
衛
が
姪
を
売
り
帰
宅
し

た
直
後
に
、長
庵
は
そ
の
金
の
あ
り
か
を
確
認
し
、「
重
兵
衛
の
懐
へ
思
入
れ
」
と
い
う
金
へ
の
執
心
を
表
す
仕
草
を
す
る
。
そ
し
て
、

殺
し
の
場
、
時
間
、
殺
し
た
後
の
こ
と
も
計
画
済
み
で
犯
行
に
及
ぶ
の
で
あ
る
。
長
庵
に
殺
し
に
至
る
た
め
の
心
的
な
飛
躍
は
見
ら

れ
な
い
。
そ
の
犯
行
は
、
大
金
に
目
が
く
ら
ん
だ
と
い
う
よ
う
な
、
突
発
的
な
殺
し
で
は
な
い
。
義
理
の
弟
も
「
金
と
聞
い
て
は
見

逃
さ
れ
ず
」
手
に
か
け
、「
酷
い
殺
し
も
金
ゆ
え
」「
恨
み
が
あ
る
な
ら
金
に
言
え
」
と
い
う
よ
う
に
、
殺
し
は
畢
竟
金
の
た
め
で
あ

る
が
、
そ
れ
は
ま
さ
に
仕
事
の
よ
う
に
行
わ
れ
る
。
金
を
得
る
た
め
の
悪
事
、
そ
れ
を
仕
事
と
し
て
日
常
的
に
行
う
の
が
長
庵
で
あ

り
、
義
弟
殺
し
も
そ
の
日
常
の
延
長
線
上
に
あ
る
と
言
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。

こ
の
「
仕
事
」
と
し
て
の
悪
事
は
、
質
屋
の
若
旦
那
千
太
郎
か
ら
五
十
両
を
騙
り
取
っ
た
後
の
場
面
で
も
読
み
取
れ
る
。
次
の
台

詞
は
、
騙
り
が
う
ま
く
い
っ
た
あ
と
の
長
庵
の
台
詞
で
あ
る
。

　

あ
ゝ
も
う
帰
っ
た
か
。
い
や
何
と
い
っ
て
も
ま
だ
う
ぶ
だ
、
五
十
両
と
い
う
金
を
只
取
ら
れ
て
帰
っ
た
が
、
さ
す
が
の
お
れ

も
気
の
毒
だ
。
借
長
屋
で
も
玄
関
付
、
や
わ
ら
か
も
の
で
世
を
送
り
、
わ
ず
か
五
軒
か
七
軒
の
病
家
先
か
ら
持
っ
て
来
る
三

分
礼
じ
ゃ
あ
う
ま
ら
ね
え
、
そ
こ
で
時
た
ま
古
方
家
な
荒
療
治
は
す
る
も
の
の
、
な
ろ
う
事
な
ら
憎
ま
れ
る
敵
役
は
し
た
く

ね
え
な14

。（
二
三
八
頁
）
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長
庵
に
は
、
千
太
郎
へ
の
「
気
の
毒
」
と
い
う
感
情
が
あ
る
。
一
方
で
、
医
者
と
し
て
の
体
裁
を
整
え
る
と
、
医
者
の
稼
ぎ
で
は

損
が
な
く
な
ら
ず
、荒
療
治
で
知
ら
れ
た
漢
方
医
学
の
一
派
古
方
家
の
ご
と
く
、人
を
傷
つ
け
る
悪
事
に
手
を
染
め
ざ
る
を
得
な
い
。

「
な
ろ
う
事
な
ら
憎
ま
れ
る
敵
役
は
し
た
く
ね
え
な
」
と
い
う
言
葉
に
は
、
実
現
で
き
る
な
ら
ば
、
と
い
う
仮
定
に
お
い
て
、「
憎
ま

れ
る
敵
役
」
の
よ
う
な
行
為
は
し
た
く
な
い
と
い
う
気
持
ち
が
表
れ
て
い
る
。
長
庵
と
て
、
で
き
る
な
ら
悪
事
は
し
た
く
な
い
。
被

害
者
を
気
の
毒
に
思
う
気
持
ち
も
あ
る
。
し
か
し
悪
事
は
、
生
活
の
必
要
に
迫
ら
れ
て
行
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
や
め
る
こ
と
は
で
き

な
い
。
悪
事
は
生
活
に
お
け
る
必
然
な
の
で
あ
る
。

こ
の
被
害
者
へ
の
憐
憫
の
情
の
一
方
で
、
悪
事
を
平
然
と
な
す
長
庵
の
様
子
は
、
妹
そ
よ
を
殺
す
相
談
を
し
て
い
る
と
き
に
も
見

ら
れ
る
。
長
庵
は
そ
よ
に
、
姪
を
屋
敷
へ
奉
公
に
や
っ
た
と
話
し
て
い
た
。
そ
よ
は
娘
に
会
い
た
い
と
言
う
が
、
実
は
遊
郭
に
売
ら

れ
て
い
る
の
で
、
会
わ
せ
ら
れ
な
い
。
そ
よ
が
姪
に
会
お
う
と
す
る
こ
と
で
、
実
は
遊
郭
へ
売
っ
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
し
ま
う
可
能

性
が
あ
る
。
長
庵
は
、
屋
敷
へ
や
っ
た
と
い
う
嘘
が
露
見
す
る
と
、
重
兵
衛
殺
し
の
件
も
疑
わ
れ
る
と
心
配
し
、「
そ
こ
で
少
し
不

憫
だ
が
、
あ
い
つ
を
生
か
し
て
お
け
ね
え
か
ら
、
手
前
に
殺
し
て
貰
う
つ
も
り
だ
」（
二
四
〇
頁
）
と
三
次
に
話
す
の
で
あ
る
。
こ

こ
に
被
害
者
へ
の
「
不
憫
」
と
い
う
感
情
と
、「
生
か
し
て
は
お
け
ね
え
」
と
い
う
冷
静
な
判
断
と
が
共
に
存
在
し
て
い
る
。
嫌
が

る
三
次
に
、
長
庵
は
「
ま
さ
か
お
れ
が
手
を
下
し
て
殺
す
わ
け
に
も
行
く
め
え
じ
ゃ
あ
ね
え
か
。
こ
ゝ
は
兄
弟
分
の
よ
し
み
だ
、
お

れ
に
か
わ
っ
て
殺
し
て
く
れ
」（
同
前
）
と
言
う
。
義
弟
重
兵
衛
は
自
分
の
手
で
殺
せ
る
が
、
実
の
妹
そ
よ
は
自
分
の
手
で
は
殺
せ

な
い
。
長
庵
は
実
の
妹
へ
情
が
あ
る
様
子
を
見
せ
な
が
ら
、「
こ
う
、手
前
も
わ
か
ら
ね
え
事
を
言
う
ぜ
、こ
の
一
見
が
暴
れ
た
日
に
ゃ

あ
お
れ
ば
か
り
が
凶
状
は
着
ね
え
、手
前
も
判
が
あ
る
か
ら
抜
け
よ
う
と
言
っ
て
抜
け
ら
れ
ね
え
ぜ
」（
同
前
）
と
言
い
、姪
を
売
っ

た
際
証
人
の
判
を
押
し
た
三
次
も
無
事
で
は
済
ま
な
い
と
脅
す
こ
と
で
、
殺
人
を
引
き
受
け
さ
せ
る
。
長
庵
か
ら
す
れ
ば
、
殺
人
が

露
見
し
処
罰
を
受
け
る
危
険
性
を
考
え
れ
ば
、
そ
よ
を
殺
す
し
か
な
い
の
で
あ
る
。

長
庵
に
と
っ
て
犯
罪
は
、
自
身
が
生
き
る
た
め
の
も
の
で
あ
っ
た15

。
そ
れ
は
仕
事
で
あ
り
、
生
活
に
お
け
る
必
然
で
あ
り
、
処
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罰
か
ら
逃
れ
生
き
延
び
る
た
め
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
。
人
の
も
の
を
騙
り
取
り
、奪
い
取
り
、時
に
そ
の
た
め
に
人
を
殺
す
事
は
、

長
庵
が
生
き
る
た
め
に
為
し
た
こ
と
で
あ
り
、
長
庵
に
と
っ
て
は
選
択
の
余
地
が
な
い
。
悪
事
は
、
長
庵
に
と
っ
て
己
の
生
存
の
必

然
な
の
で
あ
る
。
長
庵
と
て
、
自
ら
の
行
為
が
公
的
に
は
罪
と
さ
れ
る
こ
と
は
分
か
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
己
の
罪
を
認
め
る
こ
と

は
、
自
身
の
生
存
自
体
を
罪
と
す
る
に
等
し
い
。
だ
か
ら
長
庵
は
己
の
罪
を
認
め
な
い
の
で
あ
る
。

ま
た
、
長
庵
の
周
囲
に
い
た
三
次
、
定
も
、
や
は
り
生
活
の
一
部
と
し
て
悪
事
を
為
す
人
物
で
あ
っ
た
。
三
次
は
処
罰
か
ら
逃
れ

生
き
延
び
る
た
め
に
そ
よ
を
殺
し
、
定
は
三
次
と
共
に
金
を
手
に
入
れ
る
た
め
に
、
質
屋
へ
強
請
り
に
向
か
う
。
人
間
が
生
き
る
の

に
は
金
が
必
要
で
あ
り
、
金
を
得
る
に
は
悪
事
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
奪
わ
れ
る
側
に
な
っ
た
ら
死
ぬ
だ
け
で
あ
る
。
そ
う
考
え
る

時
、
悪
事
は
も
は
や
個
人
の
責
任
で
は
な
い
。
人
間
の
生
存
に
伴
う
も
の
で
あ
る
。
長
庵
が
奉
行
を
「
た
だ
の
人
間
」
と
言
い
、
自

身
を
裁
く
こ
と
を
認
め
な
い
の
は
、
奉
行
を
、
悪
事
を
隠
し
お
お
せ
て
い
る
「
人
間
」
に
過
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
る
た
め
で
は
な
い

か
。
長
庵
は
処
罰
の
正
当
性
も
認
め
て
い
な
い
。

四
、
久
八
の
忠
義

で
は
、
自
身
の
悪
事
を
罪
と
認
め
ず
、
処
罰
の
正
当
性
も
認
め
な
い
村
井
長
庵
が
、
な
ぜ
久
八
の
取
り
調
べ
を
聞
い
て
自
白
す
る

に
至
っ
た
の
か
。

村
井
長
庵
の
自
白
は
、「
怪
我
に
て
致
せ
し
事
な
る
を
、
主
殺
し
と
訴
え
出
し
久
八
が
忠
義
を
感
じ
、
強
情
不
敵
の
村
井
長
庵
、

先
非
を
悔
い
て
悪
事
の
段
々
、
た
ゞ
い
ま
白
状
致
し
て
ご
ざ
り
ま
す
る
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

ま
ず
、「
久
八
が
忠
義
」
の
内
実
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
過
失
に
よ
っ
て
犯
し
た
殺
人
で
あ
る
の
に
、
自
ら
親
殺
し
よ

り
も
重
罪
で
あ
る
主
殺
し
と
訴
え
出
た
の
が
久
八
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
心
底
か
ら
主
人
を
思
っ
て
の
こ
と
、
忠
義
で
あ
る
と
さ
れ
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る
。
久
八
は
、
何
を
思
っ
て
主
殺
し
を
訴
え
出
た
の
か
、
一
度
そ
の
殺
人
の
場
面
か
ら
確
認
す
る
。

久
八
の
主
人
千
太
郎
は
そ
も
そ
も
、
長
庵
の
姪
小
夜
衣
と
心
中
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
小
夜
衣
が
連
れ
戻
さ
れ
て
心
中
は
失
敗
し

て
し
ま
う
が
、
店
の
短
刀
を
盗
ん
だ
罪
を
庇
っ
て
く
れ
た
久
八
に
遊
郭
通
い
を
見
つ
か
り
、「
も
は
や
家
へ
は
帰
ら
れ
ね
ば
、
せ
め

て
そ
な
た
へ
言
い
わ
け
に
、こ
ゝ
で
死
ぬ
の
が
こ
の
身
の
本
望
、ど
う
ぞ
留
め
ず
に
く
り
ゃ
い
の
」（
三
一
二
頁
）
と
死
の
う
と
す
る
。

久
八
は
「
知
ら
ぬ
先
は
是
非
も
な
い
が
、
こ
の
久
八
の
目
に
か
ゝ
り
、
な
ん
で
あ
な
た
が
殺
さ
れ
ま
し
ょ
う
」（
同
頁
）
と
千
太
郎

の
死
を
止
め
よ
う
と
し
、
も
み
合
っ
て
い
る
う
ち
に
、
過
っ
て
千
太
郎
の
脇
腹
へ
脇
差
を
突
き
刺
し
て
し
ま
う
。
千
太
郎
は
「
も
と

よ
り
死
ぬ
る
覚
悟
と
い
い
、わ
れ
と
わ
が
手
に
突
い
た
疵
、こ
れ
で
死
ね
ば
わ
が
本
望
、か
な
ら
ず
〳
〵
構
う
て
く
れ
る
な
」（
三
一
三

頁
）
と
言
う
。
久
八
は
「
い
え
〳
〵
あ
な
た
じ
ゃ
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
、こ
の
久
八
が
取
る
拍
子
、突
い
た
に
違
い
ご
ざ
り
ま
せ
ぬ
」（
同

頁
）
と
否
定
す
る
。
千
太
郎
は
「
ま
だ
ま
あ
そ
ん
な
事
を
言
う
か
、
先
非
を
悔
い
て
自
殺
す
る
身
の
言
い
わ
け
を
親
達
へ
、
我
に
替

わ
っ
て
言
う
て
く
り
ゃ
れ
」（
同
頁
）
と
言
い
、
息
絶
え
る
。

こ
の
場
面
で
、
千
太
郎
は
も
と
も
と
心
中
に
よ
っ
て
死
ぬ
つ
も
り
で
あ
り
、
つ
い
で
そ
れ
が
叶
わ
ね
ば
、
久
八
へ
の
申
し
訳
と
し

て
死
ぬ
つ
も
り
で
あ
っ
た
。
千
太
郎
に
と
っ
て
死
は
「
本
望
」
で
あ
り
、
久
八
が
気
に
病
む
こ
と
で
は
な
い
。
千
太
郎
は
「
わ
れ
と

わ
が
手
に
突
い
た
疵
」と
し
て
、「
か
な
ら
ず
〳
〵
構
う
て
く
れ
る
な
」と
、久
八
が
自
身
の
死
に
関
わ
ら
ず
に
い
る
よ
う
に
念
を
押
す
。

し
か
し
久
八
は
過
っ
て
自
分
が
千
太
郎
を
刺
し
た
こ
と
を
頑
な
に
主
張
す
る
。

つ
い
で
、
久
八
の
長
台
詞
で
あ
る
。

あ
、
忠
義
一
途
に
凝
り
固
ま
り
、
怪
我
と
は
い
え
ど
御
主
を
殺
し
、
今
は
不
忠
と
な
っ
た
る
久
八
、
身
の
言
い
わ
け
は
こ
の

場
に
て
腹
か
っ
さ
ば
い
て
死
出
三
途
、
若
旦
那
の
御
供
な
さ
ん
。（
ト
思
入
れ
あ
っ
て
）
と
は
言
い
な
が
ら
追
腹
は
ま
こ
と
の

ひ
と
の
す
る
所
業
、
現
在
こ
の
身
は
主
殺
し
、
我
が
手
に
死
ん
で
は
今
日
の
天
道
様
へ
済
ま
ぬ
科
、
こ
れ
よ
り
お
上
へ
訴
え
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出
で
、三
尺
高
い
木
の
空
で
主
殺
し
の
御
成
敗
受
け
て
死
ぬ
る
が
罪
亡
ぼ
し
（
ト
思
入
れ
あ
っ
て
、千
太
郎
の
亡
骸
へ
向
か
い
）

も
し
若
旦
那
さ
ま
、
あ
る
か
な
き
か
は
知
ら
ね
ど
も
、
遅
か
れ
早
か
れ
私
も
後
よ
り
冥
土
へ
参
り
ま
し
て
、
こ
の
身
の
お
詫

び
を
致
し
ま
す
る
。（
同
頁
）

久
八
は「
身
の
言
い
わ
け
」と
し
て
死
の
う
と
し
、「
現
在
こ
の
身
は
主
殺
し
」で
あ
る
か
ら
、主
殺
し
の
処
罰
で
あ
る
鋸
挽
き
の
上
、

磔
と
な
る
こ
と
で
「
罪
亡
ぼ
し
」
を
し
よ
う
と
考
え
る
。
そ
し
て
、死
ん
だ
千
太
郎
の
も
と
へ
死
し
て
向
か
い
「
こ
の
身
の
お
詫
び
」

を
す
る
と
い
う
。
千
太
郎
の
「
か
な
ら
ず
〳
〵
構
う
て
く
れ
る
な
」
と
い
う
意
志
は
、
こ
こ
に
ま
っ
た
く
反
映
さ
れ
て
い
な
い
。

そ
も
そ
も
久
八
の
「
忠
義
」「
不
忠
」
と
は
何
を
表
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。

久
八
は
千
太
郎
の
罪
を
庇
い
、
遊
郭
通
い
を
諫
め
、
千
太
郎
の
た
め
を
思
っ
て
常
に
行
動
し
て
い
た
。
久
八
は
、
千
太
郎
へ
真
心

を
尽
く
し
て
仕
え
る
理
由
を
「
今
更
言
う
に
及
ば
ね
ど
お
前
様
は
私
が
お
世
話
を
な
し
た
御
養
子
の
御
身
ゆ
え
、
一
と
方
な
ら
ず
思

え
ば
こ
そ
」（
三
一
一
頁
）
と
、
述
べ
て
い
る
。
主
人
の
養
子
と
し
て
め
ん
ど
う
を
み
て
き
た
た
め
、
千
太
郎
へ
の
思
い
は
一
通
り

で
は
な
い
。
そ
の
愛
情
ゆ
え
に
、
久
八
は
千
太
郎
に
尽
く
す
。
こ
れ
が
久
八
の
「
忠
義
」
で
あ
る
。

「
不
忠
」
は
、具
体
的
に
は
千
太
郎
を
自
ら
の
手
で
刺
し
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
行
為
は
、実
際
は
千
太
郎
の
「
本

望
」
だ
っ
た
の
だ
か
ら
、
千
太
郎
へ
の
裏
切
り
で
は
な
い
。
し
か
し
、
千
太
郎
が
咎
め
な
く
と
も
、
久
八
は
「
身
の
言
い
わ
け
」「
こ

の
身
の
お
詫
び
」
を
せ
ず
に
は
お
れ
な
い
。「
不
忠
」
は
つ
ま
り
、「
忠
義
」
と
同
じ
く
千
太
郎
の
問
題
で
は
な
く
、
久
八
の
気
持
ち

の
問
題
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
自
ら
の
抱
く
愛
情
へ
の
裏
切
り
行
為
な
の
で
あ
る
。
久
八
は
、
過
っ
て
殺
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
と
は
い

え
自
身
を
許
せ
ず
、
千
太
郎
へ
の
愛
情
の
証
明
と
し
て
、「
言
い
わ
け
」「
お
詫
び
」
が
し
た
い
の
で
あ
る
。

取
り
調
べ
の
場
に
お
い
て
も
、
久
八
は
一
貫
し
て
自
ら
の
処
罰
を
主
張
す
る
。

ま
ず
、
久
八
は
主
殺
し
の
詳
細
を
話
さ
ず
成
敗
を
願
い
、
詳
細
を
話
さ
な
け
れ
ば
処
罰
が
で
き
な
い
と
聞
い
て
、
事
情
を
話
し
た
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う
え
「
御
法
通
り
の
御
刑
罪
ひ
と
え
に
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
る
」（
三
二
九
頁
）
と
述
べ
る
。
千
太
郎
の
父
吉
兵
衛
、養
父
五
兵
衛
、

久
八
伯
父
の
代
理
与
兵
衛
は
、
事
情
を
聴
い
て
慈
悲
を
願
う
。

つ
い
で
、
久
八
が
捨
て
子
で
あ
る
と
い
う
こ
と
か
ら
、
吉
兵
衛
の
実
子
で
あ
る
と
判
明
す
る
。
吉
兵
衛
は
、
久
八
が
千
太
郎
と
兄

弟
で
あ
る
と
知
っ
て
い
れ
ば
、
久
八
の
罪
と
な
ら
な
い
よ
う
、
手
を
尽
し
た
も
の
を
と
悔
や
む
。
久
八
は
そ
れ
で
も
「
た
と
え
兄
弟

な
れ
ば
と
て
、
主
人
は
主
人
家
来
は
家
来
、
ま
し
て
そ
れ
と
は
知
ら
ぬ
前
、
お
主
を
殺
し
家
来
の
身
で
生
き
な
が
ら
え
て
い
ら
れ
ま

し
ょ
う
か
」（
三
三
三
頁
）
と
主
張
す
る
。

そ
の
後
、
奉
行
は
千
太
郎
と
久
八
と
が
兄
弟
で
あ
る
こ
と
に
配
慮
し
て
、
千
太
郎
の
養
子
披
露
が
済
ん
で
い
な
い
こ
と
に
し
、
主

殺
し
に
つ
い
て
は
問
わ
な
い
こ
と
と
す
る
。
久
八
は
「
さ
あ
有
難
い
御
意
な
が
ら
、
主
で
な
く
と
も
人
殺
し
、
科
は
の
が
れ
ぬ
こ
の

久
八
」（
三
三
四
頁
）
と
言
う
も
の
の
、
奉
行
に
「
そ
れ
と
て
も
留
め
る
は
ず
み
、
其
方
が
突
い
た
る
か
、
ま
た
千
太
郎
が
突
い
た

る
か
、
証
拠
な
け
れ
ば
分
明
な
ら
ず
、
人
殺
し
と
は
言
わ
れ
ぬ
ぞ
」（
同
頁
）
と
言
わ
れ
、「
さ
よ
う
で
ご
ざ
り
ま
す
が
、
千
太
郎
は

私
が
」
と
言
い
か
け
る
。

最
後
に
、
千
太
郎
の
自
殺
の
書
置
き
が
証
拠
と
し
て
提
出
さ
れ
、
奉
行
か
ら
「
千
太
郎
は
い
よ
〳
〵
自
殺
、
久
八
そ
ち
は
お
構
い

な
い
ぞ
」
と
言
い
渡
さ
れ
る
。
久
八
は
な
お
「
で
も
私
が
殺
し
ま
し
た
れ
ば
」
と
言
い
か
け
、
奉
行
に
「
や
あ
大
館
左
馬
之
介
義
晴

が
、裁
許
を
破
る
か
、無
礼
者
め
が
」
と
言
わ
れ
て
、や
っ
と
「
は
っ
、恐
れ
入
り
ま
し
て
ご
ざ
り
ま
す
」
と
受
け
入
れ
る
の
で
あ
る
。

た
と
え
他
の
人
々
が
許
し
て
も
、
尋
常
な
ら
ず
千
太
郎
を
思
っ
て
い
た
か
ら
こ
そ
、
久
八
は
自
ら
を
許
し
が
た
く
思
っ
て
い
た
。

そ
の
久
八
の
愛
情
こ
そ
「
怪
我
に
て
致
せ
し
事
な
る
を
、
主
殺
し
と
訴
え
出
し
久
八
が
忠
義
」
な
の
で
あ
る
。
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五
、
村
井
長
庵
の
自
白
か
ら
み
る
性
善
説
と
勧
善
懲
悪

こ
こ
で
、
先
に
述
べ
た
疑
問
に
戻
る
。
自
身
の
悪
事
を
罪
と
認
め
ず
、
処
罰
の
正
当
性
も
認
め
な
い
村
井
長
庵
が
、
な
ぜ
久
八
の

取
り
調
べ
を
聞
い
て
自
白
す
る
に
至
っ
た
の
か
。「
怪
我
に
て
致
せ
し
事
な
る
を
、
主
殺
し
と
訴
え
出
し
久
八
が
忠
義
を
感
じ
、
強

情
不
敵
の
村
井
長
庵
、
先
非
を
悔
い
て
悪
事
の
段
々
、
た
ゞ
い
ま
白
状
致
し
て
ご
ざ
り
ま
す
る
」
と
い
う
部
分
で
あ
る
。

先
に
確
認
し
た
久
八
の
忠
義
は
、
ひ
た
す
ら
に
千
太
郎
を
思
う
愛
情
で
あ
り
、
そ
れ
は
、
周
囲
の
者
が
許
し
て
も
、
自
ら
が
自
分

の
罪
を
許
せ
な
い
、
千
太
郎
に
償
い
が
し
た
い
と
い
う
形
で
表
れ
て
い
た
。
こ
こ
に
処
罰
の
正
当
性
や
、
生
存
の
必
然
は
関
係
が
な

い
。
た
だ
た
だ
ま
っ
す
ぐ
な
情
念
の
表
出
が
あ
る
。

長
庵
と
て
、
情
が
ま
っ
た
く
な
い
訳
で
は
な
い
。
千
太
郎
を
「
気
の
毒
」
と
思
い
、
そ
よ
を
「
不
憫
」
と
思
う
感
情
は
あ
る
。
そ

の
相
手
に
寄
せ
る
同
情
を
押
し
殺
し
て
、
長
庵
は
生
存
の
た
め
に
、
仕
事
と
し
て
悪
事
を
為
し
て
い
た
。
し
か
し
そ
の
生
は
、
い
か

に
も
窮
屈
な
も
の
で
あ
る
。

こ
の
久
八
の
忠
義
に
接
し
て
反
省
し
た
人
物
は
、
長
庵
の
他
に
も
う
一
人
い
る
。
久
八
の
主
人
五
兵
衛
で
あ
る
。
久
八
が
千
太
郎

を
殺
し
た
事
情
を
語
り
、「
あ
ま
り
お
主
を
思
い
過
ご
し
、
つ
い
に
己
が
命
ま
で
捨
て
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
は
、
因
果
な
こ
と
で

ご
ざ
り
ま
す
る
」（
三
三
〇
頁
）
と
言
う
の
に
対
し
、
五
兵
衛
は
「
お
ゝ
尤
も
だ
〳
〵
、
強
欲
非
道
と
世
の
人
に
言
わ
れ
る
の
も
合

点
で
、
爪
に
火
を
点
す
の
も
家
の
栄
え
を
思
う
ゆ
え
、
あ
ま
り
お
れ
が
吝
嗇
か
ら
こ
う
い
う
事
に
な
っ
た
る
か
。
今
日
と
い
う
今
日

目
が
覚
め
て
、欲
も
得
も
い
ら
ぬ
わ
い
の
」（
同
頁
）
と
述
べ
る
。
五
兵
衛
の
「
吝
嗇
」
は
「
家
の
栄
え
」
を
思
っ
て
の
こ
と
だ
っ
た
。

し
か
し
そ
の
「
吝
嗇
」
の
た
め
に
、
千
太
郎
が
質
草
を
盗
ん
だ
罪
を
久
八
が
引
き
受
け
た
時
、
久
八
を
店
か
ら
追
い
出
す
こ
と
に
な

り
、
千
太
郎
と
久
八
と
を
追
い
詰
め
る
こ
と
と
な
っ
た
。
今
は
、
千
太
郎
は
死
に
、
久
八
も
刑
死
す
る
か
も
し
れ
な
い
状
況
で
あ
る
。

家
の
繁
栄
の
た
め
に
金
だ
け
を
重
視
し
た
結
果
、養
子
も
失
い
、優
秀
な
番
頭
久
八
も
失
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
五
兵
衛
は
、
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家
の
存
続
の
み
を
追
求
す
る
「
強
欲
」
が
、
情
け
あ
る
人
の
生
き
方
に
反
し
た
も
の
で
あ
る
こ
と
を
実
感
す
る
。

一
方
、
久
八
の
愛
情
は
、
自
ら
の
生
存
に
優
越
す
る
。
生
き
る
死
ぬ
と
い
う
こ
と
に
引
き
ず
ら
れ
ず
、
周
囲
の
許
し
も
関
係
な
く
、

た
だ
己
の
情
念
を
貫
く
そ
の
生
き
方
は
、
長
庵
や
五
兵
衛
の
生
存
の
た
め
に
無
理
を
す
る
生
き
方
と
異
な
り
、
己
の
在
り
方
に
徹
し

て
い
る
。
だ
か
ら
こ
そ
、
一
人
強
情
に
処
罰
を
求
め
る
。
同
時
に
そ
の
情
け
あ
る
様
子
が
人
の
心
を
動
か
し
、
久
八
は
周
囲
の
人
々

に
善
と
し
て
認
め
ら
れ
、
生
き
る
こ
と
を
望
ま
れ
る
の
で
あ
る
。

久
八
の
忠
義
に
接
す
る
時
、
長
庵
は
己
の
生
存
の
必
然
と
み
た
悪
事
に
、
む
し
ろ
己
ら
し
さ
が
な
い
こ
と
に
気
づ
い
た
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
は
た
だ
生
存
に
自
己
を
従
わ
せ
る
生
き
方
で
あ
る
。
生
存
に
優
越
す
る
情
念
に
接
し
、
長
庵
は
「
先
非
を
悔

い
」
る
気
持
ち
が
自
ら
の
う
ち
に
あ
る
こ
と
、
被
害
者
に
同
情
し
、
悪
事
を
望
ん
で
い
な
い
己
に
気
づ
く
。
長
庵
の
自
白
は
、
そ
も

そ
も
自
ら
の
う
ち
に
あ
っ
た
他
者
へ
の
同
情
・
愛
情
を
認
め
る
こ
と
で
成
っ
た
も
の
で
あ
る
。
奉
行
の
「
性
は
善
な
る
も
の
じ
ゃ
な

あ
」
と
言
う
言
葉
は
、
そ
の
よ
う
な
他
者
へ
の
愛
情
が
、
本
来
人
間
に
備
わ
っ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
示
す
。
悪
事
は
時
に

生
活
の
た
め
に
為
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
己
の
在
り
方
に
反
す
る
も
の
で
あ
る
。
己
の
在
り
方
を
貫
く
時
、
人
は
生
存
の
必
要
を
超
え

て
、
善
な
る
自
己
と
し
て
、
他
者
を
思
う
愛
情
を
発
露
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
作
に
表
さ
れ
た
勧
善
懲
悪
は
、
金
に
よ
る
生
存

に
囚
わ
れ
た
人
間
を
解
き
放
ち
、
善
な
る
情
念
を
ま
っ
す
ぐ
に
発
露
さ
せ
た
、
本
来
の
己
の
在
り
方
に
帰
す
と
い
う
内
実
を
持
っ
て

い
る
と
言
え
よ
う
。
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文
末
脚
注

1 
本
論
で
は
「
勧
善
懲
悪
覗
機
関
」
を
引
用
す
る
際
、
戸
板
康
二
、
利
倉
幸
一
、
河
竹
登
志
夫
、
郡
司
正
勝
、
山
本
二
郎
監
修
『
名

作
歌
舞
伎
全
集　

第
十
巻
』（
東
京
創
元
新
社
、
昭
和
四
十
三
年
）
を
用
い
た
。
引
用
に
お
い
て
は
、
適
宜
旧
字
体
を
改
め
て

い
る
。
ま
た
、
河
竹
糸
女
補
修
、
河
竹
繁
俊
校
訂
編
纂
『
黙
阿
弥
全
集　

第
四
巻
』（
春
陽
堂
、
大
正
十
三
年
）、
河
竹
繁
俊

評
釈
・
解
題
『
歌
舞
伎
名
作
集　

上
』
評
釋
江
戸
文
學
叢
書
第
五
巻
（
講
談
社
、
一
九
七
〇
）
を
参
照
し
た
。

　
　

前
出『
歌
舞
伎
名
作
集　

上
』に
お
け
る
本
作
の
解
題（
三
一
頁
）に
は
、『
續
々
歌
舞
伎
年
代
記
』著
者
田
村
成
義
の
談
と
し
て
、

黙
阿
弥
が
本
作
を
会
心
の
作
と
し
た
と
あ
る
。

2　

前
出
『
歌
舞
伎
名
作
集　

上
』
に
お
け
る
解
題
「『
村
井
長
庵
』
に
就
い
て
」（
三
一
頁
）
よ
り
。

3　

河
竹
登
志
夫
編
『
河
竹
黙
阿
彌
集
』
明
治
文
学
全
集
９
、
筑
摩
書
房
、
一
九
六
六
、
四
〇
五
頁
、
四
〇
六
頁
。

4　

岡
本
綺
堂
『
歌
舞
伎
談
義
』
青
蛙
房
、
昭
和
三
十
二
年
、
一
四
六
頁
。

5　

諏
訪
春
雄
『
近
世
戯
曲
史
序
説
』
白
水
社
、
一
九
八
六
。
最
初
の
引
用
か
ら
順
に
、
四
二
六
頁
、
四
二
八
頁
、
同
頁
。

6　

前
出
、
岡
本
綺
堂
『
歌
舞
伎
談
義
』、
一
四
三
頁
。

7　

今
尾
哲
也
『
河
竹
黙
阿
弥　

―
―
元
の
も
く
あ
み
と
な
ら
ん
―
―
』
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
日
本
評
伝
選
、
ミ
ネ
ル
ヴ
ァ
書
房
、

二
〇
〇
九
。
最
初
の
引
用
か
ら
順
に
、
一
六
一
頁
、
同
頁
、
一
七
八
頁
、
一
九
二
頁
、
一
九
三
頁
。

8　

前
出
、
岡
本
綺
堂
『
歌
舞
伎
談
義
』、
一
四
四
頁
。

9　

前
出
、
今
尾
哲
也
『
河
竹
黙
阿
弥　

―
―
元
の
も
く
あ
み
と
な
ら
ん
―
―
』、
一
六
二
頁
。

10　

前
出
、
諏
訪
春
雄
『
近
世
戯
曲
史
序
説
』、
四
二
四
頁
。

11　

前
出
、
河
竹
繁
俊
評
釈
・
解
題
『
歌
舞
伎
名
作
集　

上
』
に
お
け
る
本
作
の
解
題
、
三
二
頁
。
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12　

辻
達
也
編
『
大
岡
政
談　

１
』
東
洋
文
庫
４
３
５
、
平
凡
社
、
一
九
八
四
、
三
七
〇
頁
、
三
六
九
頁
。

13　

辻
達
也
編
『
大
岡
政
談　

２
』
東
洋
文
庫
４
３
９
、
平
凡
社
、
一
九
八
四
。
以
降
、『
大
岡
政
談
』
を
引
用
す
る
際
は
、
本
書

か
ら
と
し
、
頁
数
の
み
を
本
文
に
記
す
。

14　

前
出
、
河
竹
繁
俊
評
釈
・
解
題
『
歌
舞
伎
名
作
集　

上
』
で
は
、「（
前
略
）
借
長
屋
で
も
玄
関
附
、
長
袖
と
い
ふ
肩
書
で
や
は

ら
か
も
の
で
世
を
送
り
、
片
手
仕
事
に
内
職
の
酒
と
博
奕
で
だ
り
む
く
り
、
そ
の
埋
草
に
ち
び
〳
〵
と
、
わ
づ
か
五
軒
か
七

軒
の
（
後
略
）」
と
な
っ
て
い
る
。

15　

こ
の
よ
う
な
村
井
長
庵
像
は
、黙
阿
弥
の
創
意
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。『
大
岡
政
談
』の
長
庵
は「
幼
年
の
頃
よ
り
心
ざ
ま
悪
し
く
、

成
長
す
る
に
し
た
が
い
悪
行
増
長
し
て
、
友
達
の
勘
次
郎
と
い
う
者
を
い
わ
れ
無
く
う
ち
殺
し
、
村
方
を
逐
電
し
て
江
戸
へ

出
で
、
小
川
町
竹
田
長
生
院
方
へ
奉
公
に
住
み
込
み
、
奉
公
中
こ
そ
こ
そ
物
を
盗
み
た
め
、
そ
の
後
麹
町
へ
医
業
を
開
き
、

一
時
さ
い
わ
い
を
得
る
と
い
え
ど
も
、た
ち
ま
ち
病
家
も
無
く
な
り
し
よ
り
、悪
漢
者
を
集
め
て
博
奕
宿
を
な
し
」（
一
九
六
頁
）

と
あ
り
、「
い
わ
れ
無
く
」
人
を
「
う
ち
殺
す
」
よ
う
な
、
理
由
な
き
悪
行
の
者
で
あ
る
。
医
者
と
な
っ
て
も
、
あ
ま
り
の
藪

医
者
ぶ
り
に
、
掛
か
る
人
が
な
い
。
殺
し
も
実
の
弟
を
殺
し
た
こ
と
に
な
っ
て
お
り
、
義
弟
は
殺
せ
る
が
実
の
妹
は
手
に
掛

け
ら
れ
な
い
、
本
作
の
長
庵
と
は
異
な
る
。

45

02_菅原氏.indd   45 2020/03/04   14:06:02


	空白ページ



