
〈
悪
〉

の
表
現
と
江
戸
文
学

田

'川

邦

子

江
戸

の
儒
教

哲
学
は
結
局

の
と

こ
ろ
、
こ

の
世

に
悪
が
存
在

す

る
こ
と

の
根

元
的
意
味

に

つ
い
て
、
何

一
つ
説
き

明
か
す

こ
と
な
く
終

っ
た
と
、
野

口
武
彦

氏
が
書

い
て

い
る

の
は
面
白

か

っ
た

(
「
文
学
」
昭
和

五
十

二
年

八
月
号
)
。
江

戸

の
儒
家

た
ち
に
は
、
人
間

の
本
性

は
善

で
あ
り
、
悪

と
は
た
だ

〈
不
善
〉

の

状
態

に
過
ぎ

な
か

っ
た
と

い
う
わ

け
で
あ
る
。
儒
教
思
想

は
本
来
そ

の
よ
う

な

発
想

は
持

た
な

い
か
ら
当
然

と
も

い
え
る
が
、
形
而
上
学

の
分
野
が
悪

に

つ
い

て
の
思
索

を
怠

っ
た
分
、
文
学

や
芸
能
が

そ
れ
を
引
き
受

け
、
華
麗
な
悪

の
華

を
開
化

さ
せ
た
と
す

る
見
方

に
は
惹

き

つ
け
ら
れ

る
も

の
が

あ
る
。

諸
子
百
家

で
は
荀
子

の
み
が
、
人

間

の
天
性

は
悪

で
あ

る
と
定
義
す

る
が
、

こ
れ
と

て
も
珍

し
さ

か
ら
注

目
さ
れ
る
だ
け

で
、

そ
れ
故

に
道
を
踏

み
学

に
励

み
、
善
行

を
積

ん

で
人
格

の
完
成

を
目
指
す

べ
き
だ

と
す
る
点

で
は
、
他

の
学

派
と
ど

れ
程

の
違

い
も
な

い
。
言

わ
ん
と
す

る
と

こ
ろ
は
徹

底
し

た
学
問

の
奨

励
と
人
格

の
陶

冶

で
、
悪

の
根
元

を
問

い

つ
め
る
発
想

は
も
と
よ
り
な

い

の
で

あ

る
。

江
戸

の
教

学
が
儒
教

に
依

る
た
め
、
兆
候

は
い

っ
そ
う
顕
著

に
な

っ
た
が

、

本
来
悪

に

つ
い
て
の
根
本
的
問

い
か
け

は
、

目
本
人

に
は
馴
染

み
の
薄

い
思

想

で
は
な
い
か
と
思
わ
ざ

る
を
得

な

い
と

こ
ろ
が
あ

る
。
素

戔
鳴
尊
が
犯

し
た
と

す

る

「
天

つ
罪
」

は
農

耕

へ
の
妨
害

で
あ

る
。
「
祝
詞
」

の

「
国

つ
罪
」

に
は

悪

の
徳
目

の
書

き
出
し

は
あ

ゐ
が
、
実
体

を
以

っ
て
迫

る
力

に
欠
け

る
と
こ
ろ

が
あ

る

の
は
、
人

間
独
自

の
悪

業
と

い
う
発
想

が
な

い
か
ら

で
あ

る
。
「
お

の

が
母
犯

せ
る
罪
」

「
お

の
が
子
犯

せ
る
罪

」

は
、
近
親
相
姦

の
禁
忌

で
あ

る
が

、

は

「
畜
犯

せ
る
罪
」

が
あ
り
、

さ
ら
に
は

「
昆

ふ
虫

の
災
」

「
高

つ
鳥

の
災
」
が

あ

ま
じ
も
の

り
、
「
蠱
物
」
が

あ

る

(大
祓

詞
)
。

「
天

つ
罪

」
を
規
定

す

る
文

化
主
体

と
、
「
国

つ
罪

」
を
規
定

す

る
文
化

主
体

は
、
次
限

を
異

に
す

る
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
問
題

は

「
国

つ
罪
」
が

よ
く

い

わ
れ

る
よ
う

に
、
人
間

の
根

元
的
悪

を

い
う

よ
り
も
、

む
し
ろ

「
け
が

れ
」

の

思
想

に
近

い
も

の
で
あ

る
こ
と
だ
。

人
間
が
動
物
的
自

然
か
ら
文
化

の
秩
序

を

生
き
始

め
る
乏
き
、
そ

の
裂

け
目
か
ら
張
り
出
す

の
が

悪

で
あ

る
と
す

れ
ば

、

近
親
相
姦

の
禁

忌

は
当
然

で
あ

る
が

、
そ
れ
ら
も
含

め
悪
を
見

る
眼
が
あ

ま
り

に
も
自
然

の
側

に
引
き
寄

せ
ら
れ

て
お
り
、
人
間

の
内

側
か
ら
発
す

る
も

の
と

し

て
識
別

す
る
発
想

に
欠
け

て

い
る
。
本
来
あ

る
べ
き

清
浄
な
自
然

の
秩
序
が

穢

さ
れ
る
状
態

を
悪

で
あ

る
と
す
れ
ば
、
半
ば

そ

の
秩

序

に
依
存

し
て
生

き
ざ

る
を
得

な

い
人
間

に
、
・悪

の
根

元
を
識
別
す

る

の
は
困
難
な

こ
と

で
あ

る
だ
ろ

う
。
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人
間
が
自

然

の
秩
序

か
ら
離

反
し
、
社
会
や
文
化

の
秩

序
を
生
き
始

め
る
と

共

に
、
悪

の
問
題
は
発
生
す

る

の
で
あ

る
か
ら
、
悪

は
本
来

的

に
道
徳
上

の
問

題

で
あ

る
以
前

に
、
人
間
存
在

の
根

元
的
な
問
題
を

は
ら
ん

で
い
る
。
あ

ら
ゆ

る
人
間
的

な
も

の
の
中

に
、

目
に
見

え
な

い
形

で
忍

び
込

ん

で
い
る
可
能

性
が

あ

る
と
さ
え

い
え

る
。

こ
れ
を
捉

え
識
別
す

る
に
は
、
何

ら
か

の
規
範

や
あ

る

べ
き
秩
序
、
神

や
仏
を
外
側

に
置

か
な
け
れ
ば
な
ら

な

い
だ
ろ
う
。

日
本
人
が

人
間

の

〈
悪
〉

に

つ
い
て
深
く
考
え

る
よ
う

に
な

っ
た
の
は
、
仏

教
思
想
が
広

く
浸

透
す

る
中
世

に
な

っ
て
か
ら

の
こ
と
と
思
わ
れ

る
。

江
戸
文
学

史
上
も

っ
と
も
早

く
、

近
世
的
見
地

か
ら
意
識
的

総
体
的

に
悪

を

描
く

こ
と
を
試

み

た
の
は
、
井
原

西
鶴

『
本
朝

二
十

不
孝
』

(
貞
享

三
年
)

で

あ

る
。

こ
の
作

品
が
幕

府

の
儒
教

に
よ
る
社

会
教
化
政
策
、
孝

子
表

彰
や
孝
行
物
語

の
流
行
な
ど

、
世

を
風
靡
す

る
孝
道

思
想

の
奨
励
と
高
揚

の
な
か

に
書

か
れ
た

の
は
、
興
味
深

い
こ
と

で
あ

る
。

い
け
ぶ
ね

序
文

に
は
、
「
雪
中

の
笋

八
百
屋

に
あ
り
。
鯉
魚

は
魚
屋

の
生
船

に
あ

り
。

そ
れ
ぞ
れ

世

に
天
性

の
外
、

祈
ら
ず
と
も
夫

々
の
家
業
を
な

し
、
禄

(稼

ぎ
)
を
以

て
万

物
を
調

へ
、
教

を
尽

せ
る
人
常
也
」

と
あ
る

の
は
、

五
代
将
軍

綱
吉

の
儒
教

に

よ
る
教
化
政
策

の
も
と

で
、
孝
道
物
語

の
古
典
的
規
範

と
さ
れ
て

い
た
、
中
国

の
郭
居
敬

『
二
十
四
孝
』

の
非
現
実
的

部
分
を
批
判

し
た
も

の
で
あ

る
。
孝
行

の
た
め
に
神
仏

を
祈

る
の
は
無
用

で
あ

る

こ
と
、

日
々

の
稼
ぎ

で
親

に
孝
行
す

る
の
が
当
代

の
行

き
方

で
あ

る
と
、
近

世
風

の
現
実
的
見
解

を
示
し

た
の
で
あ

る
。し

か
し

「此
常

の
人
稀

に
し
て
、
悪

人
多
し
。
生

と
し
い
け
る
輩
、
孝
な

る

道
を

し
ら
ず

ん
ば

、
天

の
咎
を
遁

る
べ
か
ら
ず
。
其
例

は
、
諸

国
見
聞
す

る
に
、

不
孝

の
輩
、

眼
前

に
其
罪

を
顕
は
す
。
是
を
梓

に
ち
り
ば

め
、
孝

に
す
す

む
る

一
助

な
ら

ん
か
し
」

(序

文
)

と

い
う

の
は
、

つ
ま
る
と

こ
ろ
見

せ
か
け

の
勧

善
懲
悪

で
あ

る
。
〈
忠
〉

と
共

に
、
人
倫

の
基
本

に
考
え

ら

れ
る

〈
孝
〉

の
徳

目

の
反
措
定

と
し

て
、

不
孝
物

語

の
名
目

で
、
悪
人
譚

を
語
ろ
う
と

い
う

の
が

、

本
当

の
狙

い
で
あ

る
だ

ろ
う
。

「
此
常

の
人
稀

に
し
て
、
悪

人
多

し
」

と

い
う

の
は
、
「
皆

人
か

し
こ
が

ほ
し

て
善
を
す

て

て
悪
を
も
と
む

る
」

(
『善

悪
報

は
な
し
』
序

文
)
な
ど

と
同
じ
よ

う
な
物
言

い
で
、
序
文

の
常
套
文

句
と
し

て
見
過

さ
れ
が

ち

で
あ

る
が
、

不
孝

物
語

に
し
て
も
仏
教
的
応
報
譚

に
し

て
も
、
作
者
が
あ

る
べ
き
規
範
を
外
側

に

立

て
、
反
対
側

に
識
別
さ

れ
る
悪

を
描

こ
う
と
す
れ
ぽ
、

悪
が
人
間
性

の
全
て

を
覆

い

つ
く
し

て
い
る
と

の
立

場
に
、
自
然

に
立

た
ざ

る
を
得
な
く
な

る
と
こ

ろ
が
注

目
さ
れ
る
。

『善
悪

報

は
な

し
』

(
元
禄
年

間
成
立
)

の
よ
う

な
、
仏
教
的
善

悪
観

の
立
場

゜

に
立

て
ば
、

人
間
悪

の
反
対
側

に

「
明
徳
仏
性
」
や
仏
教
的

慈
悲
心
が
措
定

さ

ヘ

ヘ

ヘ

へ

れ
、
従

っ
て
そ
れ

に
対
応
す

る
人

間
悪

は
、
人
間

の
心
性

の
悪
と
し

て
識
別

さ

れ
、
善
悪
対
応

の
諸
関
係

は
地
上

か
ら
や
や
浮
遊
す

る
非

現
実

の
空
間

に
、
見

え
か
く

れ
し

つ
つ
、
現
実
と

つ
か
ず
離

れ
ず

の
様
相

で
非

個
性
的

に
漂
う

こ
と

に
な

る
。

こ
れ
は
仏
教
的
世
界
観

や
善

悪
観

の
目
指
す
も

の
が
、
地
上

の
人
倫

や
秩
序
を
常

に
超

え
よ
う
と
す

る
と
こ
ろ

に
あ

る
か
ら
で
、

多
く

の
因
果
応
報

譚
が
、
怪
談

の
形

式
を
と

る
の
も

、
当

然

の
こ
と
と

い
え
る
。

西
鶴

『本

朝

二
十

不
孝
』

に
描

か
れ

る
悪
が
、
〈
悪

人
列
伝
〉

の
様
相

を

呈

す

る
の
は
、

『
二
十

四
孝
』

や

『本

朝
孝
子

伝
』

の
よ
う

に
、
対
置

し

た
当
時

流
行

の
孝
道
物
語

が
、
列
伝

の
形
式

を
と

る
か
ら

で
あ

る
が

、
同
時

に
考
え
得

る
限
り

の
親

不
孝

物
語

を
、

「
悪
人
多

し
」

の
見
地

か
ら
網
羅

す

る
方

法
を

と

る

か
ら

で
も
あ

る
。
『
二
十

不
孝
』
創
作

の
基
本
的

方
法

と
し

て
、
直
接

的

に
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は
藤
井
懶
斎

『本
朝
孝

子
伝
巻
下

今
世
』

(貞

享
元
年
)

の
部

に
登
場
す

る
、

二
十
人

の
孝
子

に
対

応
さ
せ
な
が
ら
、

同
時

に
中
国

の
古
典
的

『
二
十
四
孝
』

説
話
を
、
俳
諧
的
手

法

に
よ
り
駆
使

し
た
も

の
で
あ

る
こ
と
を
、
佐
竹
昭
広
氏

が
詳
述

し
て

い
る

(
『
文
学
』
昭
和

五
十

七
年

四
月
号
)
。

い
わ
ば
俳
諧
的
手
法

に
よ
る
、
孝

子
物

語

の
パ

ロ
デ

ィ
な

の
で
あ

る
。

し
た
が

っ
て

「
諸
国
見
聞
す

る
に
し

と
あ

っ
て
も
、
現
実

の
諸
相

を
観

察

し
て
、
現
実

の
人
間
悪
を
識
別
描

写

し
た
と
考

え
る
わ
け

に
は
い
か
な

い
。
志
賀
直
哉

の
い
う
よ
う

に

「
強

い
リ

ズ

ム
」
が

あ
る
と
す
れ
ば
、

こ
れ
は
対
極

に
想
定

す
る
孝

道
思
想
が
、
仏

心
や

慈
悲

心
と
異
な
り
、
最
終
的

に
は
家
族
的
共
同
体

や
社

会
秩
序

の
維
持

を
目
指

す
徳

目
以
外

の
何
物

で
も

な

い
か
ら
、

こ
こ
か
ら
は
み
出
す

〈
悪
〉
も

ま
た
、

な
ま
な
ま
し

い

エ
ネ

ル
ギ
ー
を
現
実

に
投
げ

か
け
発
散
し
、
秩
序

に
逆

ら
う
よ

う
に
描
ぎ

つ
く
さ

な
げ

れ
ば

な
ら
な

い
か
ら

で
あ

る
だ
ろ
う
。

悪
所
銀

(
遊
興
費
)

欲
し
さ

に
、
死

一
倍

(
父
親

の
死
後
財
産

を
相
続
す

る

と
き
、

二
倍

に
し
て
返
済

す

る
高
利

の
借
金
)

を
借
り

る
、
金
持

の
息

子

の
話

ボ

あ

る

(
巻

一
ー

一

「
今

の
都
も
世

は
借
物

」)
。

こ
の
話

に
は
高

利
貸

の
周
旋

屋
が
登
場

し
、
他
方

に
は
金
持
息
子

の
取

り
巻
き
連

(も

ろ
も

ろ

の
末
社
)

や
、

さ
ま
ざ
ま

な
名

目
で
金
銭
を
強
要
す

る
色
茶
屋
、
芝
居

の
座

元
関
係
者
が

い
る
。

息
子
が
借

り
る
死

一
倍

の
大
金

一
千

両

に
、

こ
れ
ら

の
連
中
が

群
が
り
、
文
字

通
り
悪
銭
身

に
つ
か
ず

で
、
彼

の
手

元

に
は

一
両

三
歩

し
か
残
ら
な

い
。

こ
こ

ま

で
は

一
つ
の
悪
が
都
会
的
人

間
関

係

の
中

に
波
紋

を
広
げ

る
、

い
わ
ば
悪

の

波
及
効
果

の
必
然

の
よ
う

な
も

の
が

、
筆

の
勢

の
ま
ま
描
か
れ

る
。

親

の
命

の
短

か
か
ら

ん
こ
と
を
神

に
祈

り
、
毒
殺

を
企

て

竹
覚
え
ず
毒

の
試

し
て
、
忽
ち
空

し
く

な
」

る

の
が
、

こ
の
不
孝
息

子

の
最
期

で
あ

る
が

、
こ
れ

・
は
懶

斎

『
本
朝
孝
子
伝
』

の
孝

子
説
話

の
主
人

公
が

、
薬
や
食
事

は
必
ず

毒
味

を
し

て
か
ら
親

に
食

べ
さ
せ
た
と
す

る
話

を
、
対
比
逆
転
さ

せ
た
所

で

(
佐
竹

氏
前
掲
論
文
)
、

西
鶴

的

パ

ロ
デ

ィ
が
集
中

す

る
局
面

で
あ

る
。

文
脈

か
ら
す

れ
ば

拡
大
し

て
き

売
悪

の
波
及
効
果
が
、
連
鎖

反
応
的

に
増
殖

変

質

し
、
破
局

に
至
る
道
筋

で
あ

る
が

、
す

べ
て
が
悪

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
の
生
成

展
開

の
相

と

し

て
、

一
直
線

上

に
表

現
さ
れ

る
。

『
二
十

不
孝
』

は
善
悪

が
対

立
葛
藤
す

る
構

図
を
持

た
ず

(
「善
悪

二
つ
車
し
「
胸

こ
そ
躍
れ
此
盆
前
」

な
ど
、

全
く
無

い
と
は

い
え
な

い
が
、
素
朴

な
民
話
的

パ
タ
ー

ン
か
ら
出

て
い
な

い
)
、

善

の
正
当

な
理
法

は
前
提
と

し
て
作

外

に
置

か
れ

る
か
ら
、
作
者

の
表
現

は
悪

に
集
中

し
、
そ

の
結
果
悪

の

エ
ネ

ル
ギ

ー
と

一
体
化

し

て
し
ま
う

の
で
あ

る
。

こ
れ

は

『忠

臣
蔵
』

を
前
提

す

る

『
四
谷

怪

談
』

に
お

い

て
、
伊

右
衛

門

の

〈
不
忠
〉
が

、
さ

ま
ざ

ま
な

人
間
悪

を
総

浚

い
す

る
形

で
窮
極

に
至

る
ま
で
描

き

尽
さ
れ
て
し
ま
う

の
と
共
通
し

て
お
り
、
江
戸

文
学

の

〈
悪
〉

の
表

現

に
か

か
わ
る
、
基
本
的

な
問

題
を
含

ん
で
い
る
。

『
二
十
不
孝
』

で
西
鶴
が

描
く

の
は
、
強
盗

・
殺
人

・
姦
通

.
兄
弟
争

い

.
博

奕

・
継
母

い
じ
め

・
大
酒
飲

み
に
力
自
慢

と
、
政
治
犯
以
外

の
大
方

の
悪

は
出

揃

っ
て

い
る
。
〈
不
孝

〉
が
な
ぜ

〈
悪
〉

そ

の
も

の
と

し

て
網
羅
的

に
旦

つ
徹

底

的

に
描
き

尽
さ
れ

る
の
か
。

こ
れ
は

つ
ま

る
と

こ
ろ

〈
悪

〉

の
問
題

で
あ

る

よ
り
も
、
外
側

に
示
さ
れ

る

〈
孝
〉

な
る
も

の
の
、
規
範

の
立

て
方

に
あ

る

の

で
は
な

か
ろ
う
か
。

親

不
孝

を
五

つ
に
分
類
す

る
こ
と
は
よ
く
行

わ
れ
た
。

大
酒
飲

み
、
博
奕
打

ち

・
茶

屋
狂

い

・
い
ら
ざ

る
武
勇
だ

て
や
喧
嘩
好

き
な

ど
が

こ
れ

に
入

る
の
は
当
然

で
あ
る
が
、

そ
の
他

「
手
足

ヲ

ハ
タ
ラ
カ
サ
ズ
、

身

ノ
楽

ヲ
シ
タ
ガ
」

る
事
、

「妻

子
別

シ
テ
愛

シ
私

シ
」
す

る
事
、

「
耳

に
面
白

キ
音

楽

ヲ
好

ミ
、
目

二
美

色

ヲ
好

ミ
、

ム

サ

ト

ホ

シ
キ

マ

マ

一こ

す

る
事

(
『
小
学
集
註

抄
」
巻

二
)

な
ど
、
行

っ
て
な

ら
な

い
事
柄

は
、
人

間

の
自

然

の
性
向
や
人
情
、

日
常

の
些
細
な
楽

し
み

の
中

に
も
侵
入

し
て
く
る
。

つ
ま

り
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親
孝
行

の
徳

目
は
、
禁
忌
と

し
て
日
常

を
覆

い
尽
し

て

い
る

の
で
あ

る
。

、

こ
れ

は
善

(孝

)
億
善
そ

の
も

の

の
有

り
よ
う

よ
り
、

ネ
ガ
テ

ィ
ブ
な
表
現

忙
よ
る
禁
忌

.
悪

(
不
孝
)
と

t
て
示
さ
れ
る

の
が
分

り
や
す

い
か
ら

で
、

こ

の
表
現

の
パ

タ
ー

ン
が

一
般

に
浸
透

七

て
く

れ
ば
、
流
行

す

る

『
本
朝
孝

子

転
』

(表
記

は
漢
文

で
あ

る

こ
と

に
注

目
す

る
必
要

が
あ

る
)

の
よ
う

な
孝
行

物
語
が
、
対
比
逆
転

の
方
法

で
不
孝
物
語

の
構
想
を
と

ろ
う

と
す
る

の
は
、
そ

れ
ほ
ど
不
自
然

で
も
困
難
な

こ
と

で
も

な
い
。
俳

諧
的
連
想
も
、

パ

ロ
デ

ィ
的

方

法
も
、

こ
の
対
比
逆

転

の
構
想

の
中

に
こ
そ
生
か
さ
れ

る
手
法

と

い
え

る
。

表

現

の
世
界

に
お
い
て
は
、
禁
忌
と

入
悪
〉

は
隣

り
合
わ

せ
、
紙

一
重

の
違

い

し
か
な

い
の
で
あ

る
。

こ

の
中

で
作
者
が
許
容

で
き

る
も

の
ま

で
、
悪

と
せ
ざ

る
を
得

な
い
自

己
矛

な
ぐ
さ

か
へ

盾
が

生
じ

て
く

る
。
例

え
ば

h
慰
み
改

て
咄

の
点
取
」

の
不
孝
坊

で
あ

る
。

富

貴

な
塩

問
屋

の

一
人
息

子
で
、
結
婚

の
相
手
も
決

ま

っ
て
い
る
が
、
流
行

の
咄

作

り

の
点
取
り
勝
負

に
熱
中

し
、
「
還
咲

の
花

の
陰

に
、
哀

に
可
惜
物
」

「時

雨

の
夜

は
、
跡
先

の
し
れ

ぬ
物
」

な
ど
、
文
学
的
課
題

に
心
を
奪
わ
れ

る
う
ち
、

表
現

の
世
界

の
面
它
さ

に
取
憑

か
れ
、
現
実
生
活

へ
の
適
応
性
を
失

っ
て
し
ま

う
つ
結

局
出

家
生

活

に
風
雅

の
道

を
見
出

し
、
家

を
出

る

の
で
あ

る
。
ま

た

「
人

に
は
し
れ

ぬ
国

の
土
仏
」

の
藤
助

が
船
乗

り

に
憧

れ
た

の
は
、
青
年
ら

し

い
冒
険

心

の
故

で
あ

る
。
だ
が

「親

の
言
葉
を
背
き

し
罰
」

の
み
で
、
結
末

は

「
眼
前

に
、
其

罪
を
顕

は
す
」

と
「
悲

惨
な
も

の
に
描

か
ざ

る
を
得
な

い
。

『本
朝

二
十

不
孝
』

の
世
界

で
な
け
れ
ぽ

、

不
孝
坊
も
藤
助

も
、
作
者

に
よ
り

か
く
も
惨

め
な
懲
罰
を
受
け
な

か

っ
た
で
あ

ろ
う

こ
と
は
、

親

の
期
待
を
裏
切

り
勘
当

ま
で
受

け
た
世
之
介

(
『好
色

一
代
男
』
)
が
、
後

に
は
遺
産
を
相
続

し
、

時
代

の
寵
児

に
な

っ
た

の
を
見
れ
ば
分

る
。
孝
道
を
規
範

に
据

え
た
た

め
、
懲

罰

の
作
用

は
過
重

に
な
り
、
作
者
も

そ
れ

に
引
ず
ら
れ
自

己
矛
盾

に
陥

っ
た
も

の
と
思
わ

れ
る
。

『本
朝

二
十

不
孝

』
を
そ

の
ま
ま
舞
台

に
移
し

た
よ
う

な
伶

品

に
、
近
松
門
左

衛

門

の

『女
殺
油

地
獄
』
が
あ

り
、
時

代
物

に
は
文
覚

を
主

人
公

に
、
一仏
教

の

五
罪
悪
を

五
段

に
仕
組
む

『
一
心

五
戒
魂

』

の
よ
う

な
も

の
も
あ

る
。

こ
れ
ら

は
人
間

の
悪

を
正

面
か
ら
取
り
上
げ

る
作

品

で
あ

る
が
、
今

は

『
用
明
天
皇
職

人
鑑
』
(
宝
永

二
年
)

に
よ
り
、
近
世
演
劇

の
手
法

の
内
側

に
隠

さ
れ

て
い
る
、

悪

の
表

現

に
か
か
わ
る
屈
折
を
見

て
み
た

い
。

『
用
明
天
皇

職
人
鑑
』

は
、

『浄
瑠
璃

譜
』

『外
題

年
鑑
』

『今

昔
操

年
代

記
』

な
ど

に
よ
り
、
浄
瑠
璃

史
上
記
念
す

べ
き
作

品

で
あ

る
こ
と
は
、
今

さ
ら

い
う

ま
で
も
な

い
。

そ
れ
は
竹

本
芝
居

の
座

元
を
、
竹

田
出
雲
掾
が
新

た

に
引
き
受

け
、
座

元
兼
業

で
あ

っ
た
太
夫
筑
後
掾

を
語

り
専

門

に
移

し
、
近
松
門

左
衛
門

を
座
付
作

者

に
抱
え

た
こ
と

で
あ

る
。

こ
こ
に
竹

本
座

の
新
体
制
が
確

立
し
、

そ
の
記
念

興
業
が

『用

明
天
皇

職
人
鑑
』

で
あ

る
こ
と
は

よ
く
知

ら
れ

て
い
る
。

従

ゆ
て
こ

の
作
品

に
は
予

祝

の
気
分
が

こ
め
ら
れ
て

い
る
ぼ

か
り
か
、
作

る
側

の
論
理
が

見
透

せ
る
珍

し

い
作

品
な

の
で
あ

る
。

さ
れ
ば

朕
世
を
治

め
て
よ
り
未

だ

一
事

の
慈
悲

を
も
な
さ
ず
。
天
が

下

に
触

を
な

し
土
民

に
は
貢
を
ゆ

る
べ
。
商
人

に
は
黄
金

を
施
し
扨
職
人

に
は
官

位

か
し
こ
ま

を
与

へ
。

諸
国

の
受
領

に
任
ず

べ
し
。
御
身
宜

し
く
計
ら

ひ
給

へ
と
。
畏

り

な

る
詔

此

の
時

よ
り

や
諸
職

人
。

今
も
国
名
を
許

さ
れ

て
時

に
近
江

や
世

に

出
雲
。
其

の
万
代
も
竹

の
名

の
。

筑
後

の
後

の
末

長
き
御

代

に
。
住

む
身

ぞ

豊
な

る
。

引
用
が
長

く
な

っ
た
が
、

こ
れ
は
仏

教
を
受
け
入
れ
、

国
政

の
規
範

に
す

る
こ

と
を
決
定

し
た
敏
達

天
皇
が
、
仏
教
的
慈

悲

の
精
神
を
政
策

に
反
映
す

べ
く
、

花
人
親
王

を
通

し

て
、
職
人
層

に
官
位

を
与
、兄
る
こ
と

を
命
ず

る
く
だ
り

で
あ
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る
。こ

の
あ

と
節
事

「
職
人
尽

し
」
が
あ

り
、
受
領
勅
許

を
願

う
職
人

た
ち
の
職

名
が
列
挙

さ
れ
、
烏

帽
子
屋

か
ら
、
筆

ゆ

い
、

よ
し
ず
屋

に
至
る
ま

で
三
十
種

以
上

の
職
名
が

並
ぶ
。

「
職
人
尽

し
」

と

い
え
ば
、
中
世
以
来

の

『職
人
歌
合
』

を
思

い
浮

か
べ
る
が

、

か
ん
な
ぎ

ば
く

ち

巫

、
博
打
、
陰

陽
師
、
辻
君

ま
で
を
含

む
中
世

の
も

の
と
は
異
な
り
、
「
職

人

尽

し
」

に
名

を
連
ね

る
の
は
、
「
工
作

を
職
と
す

る
人
」

(
「
日
葡
辞
書
」
)

の
み

で
あ

る
。

近
世
都
市
在
住

の
手

工
業

者
と

い

っ
て
も

よ

い
で
あ
ろ
う
。

職
人
受

領
と
、い
う

の
も
架
空

の
話

で
は
な

い
。

中
世

以
来

の
職
人
集
団

は
、
権

門

へ
奉
仕
す

る
と
同
時

に
、
天
皇

か
ら
特

権

を
保
証

さ
れ

て
い
た
。

こ

の
特
権

は
近
世

に
入

っ
て
も
、
伝
説
化

し
て
生
き

つ

づ

け
、
偽
文
書
ま

で
が
有
効
化

し

て
い
く

と
い
う

(
網
野
善
彦

『
日
本

中
世

の

民

衆
像
』
)
。

「用

明
天
皇
御

宇
以
来
」

と

い
う
文

言
も
、
中

世

の
供

御
人
文

書

や
、
中

世
末

か
ら
近
世
初

頭

の
職
人
由
緒
書

に
、

例

は
少
く
な

塾
よ
う
だ

(
同

『
日
本
中
世

の
非

農
業
民

と
天
皇
』
)
。

こ
れ

に
加
え

て
人
形
浄
瑠

璃
関
係

者

の

受

領
も
あ

る
。
初
代
義

太
夫
が
筑
後
掾

を
受
領

し
た

の
は
元
禄
十

四
年

で
あ
り
、

「
其
万
代

も
竹

の
名

の
。
筑
後

の
後

の
末

長
き
」
と

あ

る
の
で
、
も
ち

ろ
ん
筑

後

掾
受
領
を
祝
賀

す
る
意
図

は
は

っ
き
.り
し

て
い
る
。

そ
れ
と
同
時

に
竹

田
出
雲
、
近
江

父
子
と
、
竹
本
座
が
手

を
結

ん
だ
、
第

一

回
記
念
興
業

で
あ

る

こ
と
が
、

こ
の
作

品

の
性
格
を

よ
り
決
定

的

に
し
て
い
る

よ
う

に
思

う
。

『用

明
天
皇
職

人
鑑
』

は
実

際
従
来

に
な

い
充

実

し
た
五
段
組

織

で
あ
り
、
特

に
見

せ
場
が
多

い
。

そ
し

て
こ
の
見

せ
場

の
多

く

は
竹

田
か
ら

く
り

の
技
術

に
負

っ
て
い
る
の
は
勿
論

で
あ

る
。
劇
全
体

の
水
準
が
高

い
の
は
、

近
松

の
文
章
表

現
力

に
よ
る
と
こ
ろ
が

大
き
く
、

そ

の
た
め
か
ら
く

り

の
技
術

の
み
が
突

出
す

る
の
を
抑
制

し
て
は

い
る
が
、
ド

ラ

マ
の
志
向
す

る
方
向

性

の

中

に
、

か
ら
く
り
技
術

の
自

己
主
張

と

い
う

べ
き
も

の
を
、

は
ら

ん
で
い
る

の

を
見
逃
す

わ
け

に
は

い
か
な

い
。

.

劇

の
内
容

は
、
大
陸

か
ら
渡
来

す
る
仏
教
を
、
受
容

す

る
か
拒
絶
す

る
か

の

問
題

で
対

立
抗

争
し

た
と
さ
れ
る
、
古
代
政
治
史

の
ひ
と
齣
を
、

モ
デ

ル
に
仕

組

ん
だ
も

の
で
あ

る
。
花
人
親

王
は
仏
教
を
支
持

す
る
正
統
派

で
あ

る

の
に
対

し
、
反
対

派

の
山
彦
皇
子

は
外

道

の
支
持
者

で
あ

る
。

両
皇
子

は
異
腹

の
兄
弟

で
、
真
野

長
者

の

一
人
娘

玉
世

の
姫
を
取
り
合
う
恋
争

い
に
は
、

王
権

の
争

奪

も
絡

み
合

う
。
外
道
を
支
持

す
る
謀
叛

の

一
味

の
暫

時

の
優
位

は
、

王
権

の

一

時
的
衰
弱

、
貴

種

(花
人
親

王
)

の
流
離

へ
と
展

開
し
、
貴
種
花

人
と
長
者

の

娘

の
間

に
聖
徳
太
子
が
誕
生

す
る

こ
と

で
形
勢

は
逆
転
、
正
統
派

の
勝

利

に
終

る
。

王
権

消
長

の

モ
デ

ル
を
地

で
行
く

よ
う

な
構

図
を
持

つ
ド

ラ

マ
な

の
で
あ

る
。

F
仏

教
渡
来

の
時
代

の
古
代

史

は
、
外
来
宗

教

の
受
容
を

め
ぐ
る
対
立

の
他

に
、

皇
位

継
承
争

い
、
蘇
我
物

部
両
氏

の
対
立
が

絡
み
複
雑

で
あ

る
が

、
仏
教
擁
護

派

に
対
す

る
反
対
派
が

、
仏
教
以
外

の
外
来

思
想
を
以

っ
て
対
抗

し
た
と
す

る

の
は
、
ま
ず

は
架
空

の
設
定

で
あ

る
。

『
用
明
天
皇
職
人

鑑
』

が
、
反
対
派

を
外
道

の
信
奉
者

と
し
、
外

道

の
魔
術
を

以

っ
て
正
統
派

に
対
抗

す

る
構
想

に
は
、
竹

田

か
ら
く

り

の
意
志

が

こ
め
ら

れ

て
い
る
よ
う

に
思
う
。
「
外
道
」

と

は
仏
教

以
外

の
邪
法

を
指
す
が
、

こ

の
言

葉

に
は

〈
異
端

で
邪

悪
な

る
も

の
〉

の
謂
が

こ
め
ら
れ

て

い
る
。
「
王
法

に
奇

特
な

し
」

な

の
に
対
し
、
魔
術

を
行
使

し

て
人
を
眩
惑

す
る

の
が
特
徴

と
さ
れ

る
か
ら
だ
。

魔
術

は
ど

の
よ
う

に
行
使

さ
れ
る

の
だ
ろ
う

か
。

し

ゐ

だ

是

は
四
韋

陀
と
号
す
外
道

の
書

。
此

の
法
を
学

ぶ
者

は
因
果
を
撥
無

し
来

世

を
期

せ
ず

。
現
身

に
て
虚
空

を
飛
行
し
雨
と
も

な
り
風
と
も
な
り
。
億

万
劫
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の
命
を
保
ち
。
上

天
を
祭

つ
て
生
き
な
が

ら
上
界

に
生
ず

る
法

(
大
序
)

と
か
、
ま
た

く

る

涯
棲
外
道
と
聞
え

し
は
八
万
劫
が
其

の
間
。

四
大
海

の
水
を
耳

の
孔

に
収

め

て
。
過
去
七
仏
も
諸
菩
薩

も
水

に
渇

し
て
憂
き

目
を
見

せ
し

(
同
)

な
ど
、
作

品
中

に
は
山
彦
皇

子

の
詞

に
よ
る
説

明
が

あ

る
。

ま
た
舞

台
上

で

は
実
際

に
伊
賀
留

田

の
益

良
が
駆
使

す

る
魔

法

の
術

、
「
か

す
い
も
く

つ
せ
ん
王

の
吹
目

の
術
」

を
は
じ
め
、
さ
ま
ざ

ま
な
外

道

の
魔
術
が
繰

り
広
げ

ら

れ
る
。

こ
れ
に
対

し
善
な

る
正
統
派

、
仏

教
支
持
者
側

は
ど
う
か
と

い
え
ば
、
魔
法

は
外

道

の
妖

術

で
あ

り
、
「
王
法
」

に
は

「
奇
特
」

は
な

い
の
だ
と
言

明

し
な

し
る
し

が

ら
、
「真

実
微
妙

の
仏

の
不
可
思
議

験
を
見

せ

し
め
給

へ
や
」

と
ぼ

か
り
、

こ
れ

ま
た
結

局
は
魔
術

の
駆
使

な

の
で
あ

る
。
初
段

の

「
大
内

の
諍
論
勝
負
」

も
、
仏
道

と
外
道

の
魔
術
合
戦

で
あ

っ
た
。

こ
れ
ら
外
道

の
魔
術

は
、
道

教

の
仙

術

の
イ

メ
ー
ジ
に
依

っ
て
お
り
、
「
外

道

の
道
士
。
伊
賀

留
田

の
ま
す

ら
」
が

駆
使
す

る

「
神
変
希
代

の
魔
法
」

は
、

道
教

の
飛

行
自

在

の
仙
術

に
近

い
。

同

じ
近
松

の
時
代

浄
瑠

璃

『西

王
母
』

(
初
演

は
元
禄
十

二
年
頃

か
)

で
、
道
教

の
仙
術

に
は
古
代
的

神
話
的
浪

漫
性

が
仮
託
さ
れ
、
雄

大
か

つ
肯
定
的

に
扱

わ
れ

て
い
る
の
と
対

照
的

で
あ

る
。

い

ず

れ

に
し

ろ

(仏
教

を
も
含

め
て
)

こ

の
よ
う
な
超
現
実
的
表
現

力
を
具
備
す

る
術
が
、
外
来

の
も

の
と
見
做
さ
れ

て
い
る
点

で
は

一
致
す

る
。

外
道

は
異
端

で
あ

り
、
邪
悪

で
あ

る
か
ら
退
け
な
け
れ
ば

な
ら
な

い
。

こ
れ

が

こ

の
作
品

の
世
界

で
は
議

論

の
余
地

の
な

い
前

提

で
あ

る
。

に
も
か
か
わ
ら

ず

実
際

に
は
、
外
道

の
魔
術

が
な
け
れ
ば
成

り
立
た
な

い
作
品

で
も
あ
る
。
そ

れ
は
善

な

る
者

の
苦
難

の
原
因

に
な

る
悪

の
力
が

、
強
烈

で
あ

れ
ぽ

あ
る

ほ
ど
、

秩

序
回
復
後

の
歓
び

や
快
感

も

い
や
勝

る
と

い
う
、
ド

ラ

マ
作

り
が

目
指
す
文

派

に
お

い
て
ば

か
り
で
は
な

い
。
竹

田
か
ら
く
り

の
真
髄

は
、
外
道

の
魔
術

の

表
現

に
こ
そ
も

っ
と
も
よ
く
発
揮
さ

れ
る
と

い
う
。
そ

の
こ
と
に
関
し

て
で
あ

る
。か

ら
く
り
技
術

の
見

せ
所
は
少
く
な

い
が
、

圧
巻

は
外
道

の
道

士
伊
賀
留

田

の
ま
す
ら

の

「
吹

目

の
術
」

で
あ

ろ
う
。
「
虚
空

に
向

っ
て
大
玄

谷
神

の
呪
を

唱

へ
。

還
丹

の
法
を
行

ひ
し
が

刹
那
が
間

に

一
條

の
。
虹
大
空

に
棚
引

い
て
左

あ

た
り

の
眼
抜

け
出

で
て
。

眼
光

四
辺

に
散

乱

し
雲
蛇

に
巻

か

れ

て
。
飛
行

す

る
。

も
と

(中
略

)
ま
す

ら
が
左

の
眼

の
玉
。
光

と
共

に
飛
帰

り
本

の
眼

に
収
り

し
は
、

只
流

星

の
如
く
な
り
」

と
あ

る

の
は
、
今

と
な

っ
て
は
具
体
的

に
ど

の
よ
う
な

仕
掛
け

で
行

わ
れ

た
か
は
分

ら
な

い
が
、
初

め
て
座

元
と
し

て
人
形
浄
瑠
璃

の

舞
台

に
関

わ
る

の
で
あ

る
か
ら
、
竹

田
か
ら
く

り
と
し

て
は
特
別

の
創
意

工
夫

を
も

っ
て
事

に
当

っ
た
の
は
充
分

推
察

で
き

る
。

そ
し

て
こ
の
よ
う

な
技

術

の

粋

こ
そ
ま
さ

に
職
人
芸

で
あ

り
、
こ

の
作
品
が

「職

人
鑑
」

で
な
け

れ
ば

な
ら

な

い
所
以
も

こ

こ
に
あ

る
。

桶
屋

の
久

馬
平
を
初

め
と
す

る
、
諸
職
人

の
活
躍

の
根

本

に
は
職
人
竹

田

一

族

の
意
志

と
決
意

を
見
な

け
れ
ば
な

ら
な

い
だ
ろ
う
。

「今

も
国
名

を
許

さ
れ

て
時

に
近
江

や
世

に
出
雲
」

は
、

こ
れ
を
受
け

て
の
近
松

に
よ

る
表
現
な

の
で

あ

っ
た
。

ド

ラ

マ
の
思
想

と
し

て
魔
術
を
行
使

す

る
外
道

は
否
定

さ
れ

て
も
、
-
職
人

の

技

術

は
魔
術
的

な
も

の
を
通

し
て
表
現

す
る
他

は
な

い
と

い
う

の
が
、

こ
の
作

品

の
内
底

に
秘

め
る
自

己
矛
盾

で
あ

る
。

ど

の
よ
う

な
職
種

に
も
、
職
人
芸

に

は
あ
る
種

の
神
秘

性
は

つ
き
ま

と
う
が

、
実

用
が
前
提

で
あ

る
限
り
、
神
秘
性

の
み
が
前
面

に
押

し
出
さ
れ
、

一
人
立

ち
す
る

こ
と

は
な

い
で
あ
ろ
う
。

こ
れ

が

他

の
職
種

と
、
見

せ
物

娯
楽
を
事

と
す
る
竹
田

か
ら
く

り

の
、
異
な

る
と

こ

ろ
で
あ

る
。
別

の
表
現

を
用

い
れ
ば
、
竹

田
か
ら
く
り

こ
そ
都
会

の
魔
術
師

に
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他
な

ら
な

い
の
で
あ

る
。

こ
の
よ
う
な
表
現
主
体

の
自

己
矛
盾

は
、
見
方

に
よ

っ
て
は
創
造
力

の
根
源

に
な

っ
て
い
る
。
竹

田
か
ら
く

り
は

こ
の
自

己
矛
盾

を
出
発

点

に
、
〈
悪

〉

の

論
理

を
内
側

に
秘
め

つ
つ
、
舞
台

を
觸

圧

し
た
。
舞

台
芸
術
と
文
学
作

品
で
は

異

な
る
面
も
多

い
が
、
創
造

の
主
体

は
、
〈
悪
〉

に
の
め
り
込
ま
ざ

る
を
得

な

い
要

因
を
、

常

に
内
側

に
秘

め
て
お
り
、
西
鶴

の
場
合

の
自
己
矛
盾

は
、
そ
れ

が
も

た
ら
し
た
単
純
な
帰
結

で
あ
る
と
見

て
よ

い
。

結
局

の
と
こ
ろ
意
外
性
、
行

動
力
、
迫
真
性
、

さ
ら

に

〈
美
〉

に
至
る
ま

で
、

〈
悪
〉

は

い

っ
手

に
引
き
受

け
、
他

を
完
全

に
圧
倒

し
て
し

ま
う
。
本
来
善

で

も
悪

で
も

な

い
も

の

に
も
、
〈
悪
〉

の
論
理

は
浸
潤

し
て
行

く

の
で
、
と

り
残

さ
れ

た
部
分
は
ま

こ
と
に
非

人
間
的
な
魅
力

に
乏

し

い
も

の
に
な
り
さ
が

る
。

日
常

的
隷
属

か
ら
超
越

し

た
い
人
間
本
来

の
腰
望

を
、
〈
悪
〉

は
見
事

に
叶
え

て
く
れ
る
か
ら
、
常
識
人

は
眉
を
顰

め
る
で
あ

ろ
う
が
、

た
い
て

い
の
読

者
や

観
客

は
、
日
常

の
憂
屈
を
解

き
放
た
れ
、
暫

し

の
快

感
を
体
験
す

る

の
で
あ

る
。

『
二
十
不
考
』
各
物
語

の
末

尾

に
描

か
れ

る
、

主
人
公

の
無
惨

な
最

期
も
、
読

者

を
戦

か

せ
る
に
は
至
ら
な

い
は
ず

で
あ

る
。

こ
れ
は
序
文

の

「
生
と
し

い
け

る
輩

、
孝
な

る
道
を

し
ら
ず

ん
ば
、
天

の
咎

を
遁

る

べ
か
ら
ず
」

に
照
応
す

る

と
こ
ろ

で
、
「
天
」

の
名
を
借

り

た
作

者

の
作

為
が
作

動
す

る
部

分

で
あ

る

か

ら
だ
。

悪
人
吻

語

に
は

ア
ポ
リ

ア
が
あ

る
こ
と
を
知

る
作
者
が

、
予
め
打

っ
た

布

石
に
基
く
表
現

で
あ

る
か
ら
、
作
為

に
満

ち
た
過
剰
な
表
現

に
陥

ち
込
む

の

で
あ

る
。

こ
の
不
自
然

さ
を
説
話
や
民
話
的
結

末
と
し

て
許
容

す
る

の
は
簡
単

で
あ

る
が
、
近
世
文
学

の
作

者

に
、
表
現

す
る
者

の
主
体
が

は
ら
む
問
題
を
見

よ
う
と
す
れ
ぽ
、

ま
た
異
な
る
見
方
も
あ

り
得

る

の
で
は
な

い
か
と
、
今

は
そ

の
こ
と
を

つ
け
加
え

て
お
き
た

い
。

(未
完
)

受
贈
雑
誌
リ

ス
ト
(
1
)

群
女
国
文

第
16
号

(群
馬
女
子
短
期
大
学
国
文
学
研
究
室
)

研
究
報
文

第
26
号

(旭
川
工
業
高
等
専
門
学
校
)

横
浜
国
大
国
語
研
究

第
7
号
-(横
浜
国
立
大
学
国
語
国
文
学
会
)

甲
南
国
文

第
36
号

(甲
南
女
子
大
学
国
文
学
会
)

札
幌
大
学
教
養
部
紀
要

第
33
号

(札
幌
大
学
)

国
語
国
文
研
究

第
82
号

(北
海
道
大
学
国
文
学
会
)

国
文
白
百
合

20

(白
百
合
女
子
大
学
国
語
国
文
学
会
)

日
本
文
学
論
叢

第
18
号

(法
政
大
学
大
学
院
日
本
文
学
専
攻
委
員

会
)

城
南
国
文

第
9
号

(大
阪
城
南
女
子
短
期
大
学
国
語
国
文
学
会
)

野
州
國
文
学

第
42
・
43
号

(国
学
院
大
学
栃
木
短
期
大
学
国
文
学
研

究
室
)

女
子
大
文
学

国
文
篇

第
40
号

(大
阪
女
子
大
学
国
文
学
研
究
室
)

淑
徳
国
文

第
30
号

(愛
知
淑
徳
短
期
大
学
国
文
学
会
)

淑
徳
文
芸

創
刊
号

(愛
知
淑
徳
短
期
大
学
国
文
学
会
)

国
語
国
文

第
14
号

(金
沢
大
学
国
語
国
文
学
会
)

語
学
と
文
学

第
25
号

(群
馬
大
学
語
文
学
会
)

国
語
国
文
学
会
誌

第
32
号

(学
習
院
大
学
国
語
国
文
学
会
)

実
践
国
文
学

第
35
号

(実
践
国
文
学
会
)

大
妻
国
文

20

(大
妻
女
子
大
学
国
文
学
会
)
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