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︱
与
兵
衛
と
未
来
成
仏
の
思
想

︱

早

川

久

美

子

一

は
じ
め
に

主
人
公
与
兵
衛
は
︑
油
屋
お
吉
を
殺
す
︒
そ
の
直
後
の
彼
の
様
子
は
次
の
通

り
で
あ
っ
た
︒

日
頃
の
強
き
死
に
顔
見
て
︒
ぞ
つ
と
我
か
ら
心
も
後
れ
︒
膝
節
が
た
〳
〵
︑

が
た
つ
く
胸
を
押
し
下
げ
〳
〵
︒
さ
げ
た
る
鍵
を
お
つ
取
つ
て
︑
覗
け
ば

蚊
屋
の
う
ち
と
け
て
︒
寝
た
る
子
供
の
顔
つ
き
さ
へ
︒
我
を
睨
む
と
身
も

ふ
る
へ
ば
︒
つ
れ
て
が
ら
つ
く
鍵
の
音
︑
頭
の
上
に
鳴
神
の
︒
落
ち
か
ゝ

る
か
と
肝
に
こ
た
へ
︒

恐
ろ
し
さ
で
震
え
が
止
ま
ら
な
か
っ
た
が
︑
そ
れ
で
も
奪
っ
た
鍵
で
戸
棚
の

錠
を
開
け
︑
目
指
す
﹁
上
銀
五
百
八
十
目
﹂
を
盗
ん
で
逃
げ
た
︒
自
覚
的
に
罪

を
重
ね
て
ゆ
く
与
兵
衛
の
犯
行
は
︑
人
間
と
し
て
認
め
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い
︒

研
究
史
で
は
︑
こ
の
よ
う
な
罪
を
犯
す
与
兵
衛
の
心
理
や
形
象
に
つ
い
て
︑

さ
ま
ざ
ま
な
視
点
か
ら
解
釈
が
提
出
さ
れ
て
き
た
︒
拙
稿
で
特
に
注
目
し
た
い

の
は
︑
主
人
公
の
︑
人
間
ら
し
い
︑
意
志
的
な
﹁
行
為
﹂
の
有
無
に
つ
い
て
で

あ
る
︒

論
考
と
し
て
は
︑
廣
末
保①
﹃
増
補
近
松
序
説
﹄
を
は
じ
め
︑
内
山
美
樹
子②

﹁
近
松
の
浄
瑠
璃
に
お
け
る
時
間
の
問
題
﹂︑
井
口
洋③
﹁﹃
女
殺
油
地
獄
﹄
論

︱
立
聞
き
と
食
違
い

︱
﹂
な
ど
が
あ
げ
ら
れ
る
︒

廣
末
論
文
で
は
︑
劇
作
法
の
視
点
と
し
て
﹁
世
話
悲
劇
﹂
論
を
提
示
し
︑
次

の
通
り
述
べ
て
い
る
︒﹁
曽
根
崎
心
中
﹂
に
し
て
も
︑﹁
心
中
天
の
網
島
﹂
に
し

て
も
︑﹁
主
人
公
の
行
為
を
通
し
て
基
本
的
な
葛
藤
を
追
求
し
︑
そ
の
過
程
で
︑

そ
れ
ぞ
れ
の
主
要
な
段
階
を
お
さ
え
︑
そ
れ
を
発
展
的
に
積
み
重
ね
︑
展
開
さ

せ
て
ゆ
く
﹂︒
こ
れ
に
対
し
︑﹁
女
殺
油
地
獄
﹂
の
リ
ア
リ
ズ
ム
は
︑﹁
行
為
を

失
つ
た
と
こ
ろ
︑
行
為
が
す
で
に
押
し
つ
ぶ
さ
れ
た
と
こ
ろ
﹂
に
は
じ
め
て
な

り
た
つ
︒
し
た
が
っ
て
﹁
お
吉
殺
し
と
い
う
事
件
は
︑
全
く
偶
然
な
出
来
事
の
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よ
う
に
起
る
︒
近
松
は
︑
そ
の
出
来
事
の
た
め
に
︑
必
然
的
な
葛
藤
を
用
意
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
﹂︑﹁
芝
居
と
し
て
最
も
重
要
な
お
吉
殺
し
の
場
面
が
︑
心

理
的
な
方
法
に
主
と
し
て
よ
ら
ね
ば
な
ら
な
か
つ
た
こ
と
は
︑
こ
の
作
品
の
本

質
的
性
格
を
物
語
つ
て
い
る
﹂
と
し
︑
そ
れ
ゆ
え
に
﹁
こ
の
作
品
に
は
悲
劇
的

な
感
動
は
な
い
の
で
あ
る
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒

内
山
論
文
で
は
︑
右
の
廣
末
説
の
結
論
を
認
め
つ
つ
も
︑
下
之
巻
で
父
母
の

愁
嘆
を
立
聞
い
た
と
き
の
与
兵
衛
は
︑
そ
れ
に
当
ら
ず
︑﹁
葛
藤
が
生
じ
︑
そ

の
結
果
︑
彼
の
な
か
に
変
化
が
お
こ
り
︑
今
ま
で
と
は
違
つ
た
意
味
で
今
夜
中

に
借
金
を
返
す
必
要
を
痛
感
し
︑
お
吉
に
な
ん
と
し
て
も
金
を
借
り
よ
う
と
す

る
行
為
へ
と
発
展
す
る
﹂
と
言
う
︒
井
口
説
は
︑
近
松
世
話
浄
瑠
璃
に
お
け
る

立
聞
き
の
趣
向
を
分
析
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
内
山
説
を
論
証
し
た
︒

た
し
か
に
︑
主
人
公
の
﹁
行
為
﹂
は
積
み
重
ね
ら
れ
て
い
な
い
︒
お
吉
殺
し

の
山
場
は
︑﹁
全
く
偶
然
な
出
来
事
の
よ
う
﹂
で
あ
り
︑
そ
れ
に
続
く
盗
み
︑

逃
亡
も
︑
そ
れ
ぞ
れ
﹁
行
為
﹂
と
い
え
る
も
の
で
は
な
い
︒
た
だ
し
︑
同
じ
作

者
が
そ
れ
ま
で
の
作
品
と
︑
全
く
方
法
の
異
な
る
も
の
を
描
い
た
と
は
考
え
に

く
い
︒
主
人
公
の
﹁
行
為
﹂
は
見
出
し
に
く
い
と
し
て
も
︑
そ
れ
と
は
別
に
︑

方
法
を
考
え
る
た
め
の
手
掛
か
り
を
見
い
だ
せ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

二

未
来
成
仏
と
与
兵
衛

な
ぜ
︑
与
兵
衛
と
い
う
人
物
に
は
︑﹁
行
為
﹂
を
見
出
し
に
く
い
の
で
あ
ろ

う
か
︒
彼
は
自
分
の
生
を
ど
の
よ
う
に
考
え
る
人
物
で
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
か
︒

こ
の
疑
問
を
解
決
す
る
た
め
に
︑
再
び
廣
末
説④
を
参
考
に
し
た
い
︒
彼
は

﹁
世
話
悲
劇
﹂
論
を
説
明
す
る
中
で
︑
主
人
公
の
﹁
行
為
﹂
と
信
仰
に
関
し
て
︑

次
の
通
り
述
べ
て
い
る
︒

中
世
叙
事
詩
の
無
常
観
や
霊
験
思
想
は
︑
現
世
の
運
命
を
解
釈
す
る
思

想
で
あ
つ
た
︒
と
こ
ろ
が
︑
近
松
の
世
話
悲
劇
の
仏
教
思
想
は
︑
人
間
を

行
為
者
と
し
て
葛
藤
を
追
求
し
た
そ
の
果
て
に
︑
そ
の
主
人
公
た
ち
を
未

来
で
再
生
さ
せ
る
未
来
成
仏
の
思
想
で
あ
る
︒
︵
略
︶
仏
教
を
彼
岸
へ
置

き
直
し
た
こ
の
﹁
未
来
成
仏
﹂
に
縋
つ
て
︑
か
つ
て
懺
悔
す
べ
き
罪
と
し

て
あ
つ
た
愛
欲
の
世
界
を
︑
人
間
を
行
為
者
と
し
て
そ
の
葛
藤
を
生
き
ぬ

く
﹁
悲
劇
﹂
へ
と
と
ら
え
直
す
の
で
あ
る
︒

与
兵
衛
の
場
合
︑
自
分
自
身
の
来
世
に
向
き
合
う
箇
所
は
︑
二
箇
所
あ
る
︒

第
一
は
︑
下
之
巻
豊
島
屋
の
場
の
お
吉
を
殺
害
し
た
あ
と
で
あ
る
︒
与
兵
衛

の
目
の
前
に
︑
地
獄
さ
な
が
ら
の
光
景
が
出
現
し
た
︒

お
吉
を
迎
ひ
の
冥
途
の
夜
風
︒
は
た
め
く
門
の
幟
の
音
︑
あ
ふ
ち
に
売
場

の
火
も
消
え
て
︒
庭
も
心
も
暗
闇
に
︑
う
ち
撒
く
油
︑
流
る
ゝ
血
︒
踏
み

の
め
ら
か
し
︑
踏
み
滑
り
︑
身
う
ち
は
血
潮
の
赤
面
赤
鬼
︒
邪
見
の
角
を

振
り
立
て
て
︑
お
吉
が
身
を
裂
く
剣
の
山
︑
目
前
油
の
地
獄
の
苦
し
み
︒

軒
の
菖
蒲
の
さ
し
も
げ
に
︒
千
々
の
病
は
避
く
れ
ど
も
︒
過
去
の
業
病
逃

れ
え
ぬ
︒
菖
蒲
刀
に
置
く
露
の
︑
た
ま
も
乱
れ
て
息
絶
え
た
り
︒
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そ
し
て
︑
逃
亡
途
上
の
与
兵
衛
は
︑
凶
器
を
捨
て
る
と
き
︑﹁
こ
の
脇
差
は

栴
檀
の
木
の
橋
か
ら
川
へ
︒
沈
む
来
世
は
見
え
ぬ
沙
汰
︒
こ
の
世
の
果
報
の
付

き
時
と
︑
内
を
抜
け
出
で
︑
一
散
に
︒
足
に
任
せ
て
﹂
と
述
べ
て
い
る
︒
地
獄

は
︑
堕
ち
る
べ
き
死
後
の
世
界
と
し
て
出
現
さ
せ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
与
兵

衛
は
︑
そ
れ
を
意
識
し
な
が
ら
︑
自
分
の
来
世
を
顧
み
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
︒

さ
て
︑
第
二
は
︑
作
品
最
後
の
と
こ
ろ
で
︑
与
兵
衛
が
自
白
し
た
︑
そ
の
会

話
文
で
あ
る
︒

そ
れ
は
︑
お
吉
の
三
十
五
日
の
逮
夜
に
︑
与
兵
衛
が
︑
何
食
わ
ぬ
顔
で
豊
島

屋
に
弔
い
に
訪
れ
た
と
こ
ろ
を
役
人
に
捕
縛
さ
れ
た
と
き
の
こ
と
︑
与
兵
衛
は
︑

﹁
覚
悟
の
大
音
上
げ
﹂︑
以
下
の
よ
う
な
自
白
を
行
っ
た
︒

一
生
不
孝
︑
放
埒
の
我
な
れ
ど
も
︒
一
紙
半
銭
盗
み
と
い
ふ
こ
と
つ
ひ
に

せ
ず
︒
茶
屋
︑
傾
城
屋
の
払
ひ
は
︑
一
年
︑
半
年
遅
な
は
る
も
苦
に
な
ら

ず
︒
新
銀
一
貫
目
の
手
形
借
︒
一
夜
過
ぐ
れ
ば
親
の
難
儀
︒
不
孝
の
咎
︑

勿
体
な
し
と
思
ふ
ば
か
り
に
眼
つ
き
︒
人
を
殺
せ
ば
人
の
嘆
き
︑
人
の
難

儀
と
い
ふ
こ
と
に
︑
ふ
つ
ゝ
と
眼
つ
か
ざ
り
し
︒
思
へ
ば
二
十
年
来
の
不

孝
︑
無
法
の
悪
業
が
︒
魔
王
と
な
つ
て
︑
与
兵
衛
が
一
心
の
眼
を
く
ら
ま

し
︒
お
吉
殿
殺
し
︑
銀
を
取
り
し
は
河
内
屋
与
兵
衛
︒
仇
も
敵
も
一
つ
悲

願
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
と
言
は
せ
も
あ
へ
ず
︑
取
つ
て
引
つ
敷
き
︒

そ
の
後
の
与
兵
衛
は
︑﹁
千
日
﹂
で
処
刑
さ
れ
る
こ
と
を
暗
示
し
︑
つ
づ
く

結
句
は
︑﹁
果
て
は
千
日
︑
千
人
聞
き
︒
万
人
聞
け
ば
十
万
人
︑
残
る
方
な
く

世
の
鑑
︑
伝
へ
て
君
が
長
き
世
に
︑
清
か
ら
ぬ
︒
名
や
残
す
ら
ん
︒﹂
と
な
っ

て
い
る
︒

作
品
に
は
︑
﹁
未
来
成
仏
﹂
と
い
う
言
葉
は
描
か
れ
て
い
な
い
が
︑
与
兵
衛

は
︑﹁
仇
も
敵
も
一
つ
悲
願
︑
南
無
阿
弥
陀
仏
﹂
と
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ

る
か
ら
︑
こ
こ
で
初
め
て
未
来
成
仏
を
願
っ
た
こ
と
に
な
る
︒
た
だ
し
︑
彼
に

﹁
行
為
﹂
を
見
出
す
こ
と
は
も
は
や
不
可
能
で
あ
る
︒

研
究
史
を
ふ
り
か
え
る
な
ら
ば
︑
そ
の
自
白
の
と
こ
ろ
で
は
︑
与
兵
衛
に
改

心
の
情
が
く
み
取
れ
る
か
︑
否
か
と
い
う
心
理
の
問
題⑤
︑
あ
る
い
は
救
済
の
有

無
の
問
題
が
取
り
上
げ
ら
れ
て
き
た
︒
救
済
を
論
じ
た
も
の
に
︑
沙
加
戸
弘⑥

﹁
近
松
と
﹁
王
舎
城
の
悲
劇
﹂

︱
特
に
﹃
女
殺
油
地
獄
﹄
を
中
心
と
し
て

︱
﹂
と
︑
正
木
ゆ
み⑦
﹁
お
吉
と
与
兵
衛
の
﹁
救
い
﹂
の
ゆ
く
え

︱
近
松

﹃
女
殺
油
地
獄
﹄
と
親
鸞

︱
﹂
が
あ
る
︒

沙
加
戸
は
︑
与
兵
衛
は
救
済
さ
れ
た
と
見
︑
﹁
王
舎
城
の
悲
劇
﹂
の
説
話⑧
を

掲
載
し
た
﹃
観
無
量
寿
経
﹄
﹁
下
品
下
生
﹂
や
︑
﹃
び
ん
ば
し
や
ら
わ
う
﹄
第
五

な
ど
に
見
え
る
阿
闍
世
の
発
心
悔
悟
と
救
済
が
そ
の
背
景
に
あ
っ
た
こ
と
を
指

摘
し
た
︒

正
木
は
︑
沙
加
戸
論
文
を
踏
ま
え
つ
つ
︑
救
済
に
つ
い
て
は
︑
異
な
る
解
釈

を
提
示
し
て
い
る
︒
与
兵
衛
は
︑
本
心
か
ら
悔
悟
し
て
自
白
し
︑﹁
仇
も
敵
も

一
つ
悲
願
﹂
と
往
生
を
願
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
︑
作
者
は
与
兵
衛
の
﹁
本
願

往
生
﹂
を
保
証
し
な
か
っ
た
と
言
う
︒
そ
の
根
拠
は
︑
ま
ず
︑
結
句
が
﹁
浮
名
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評
判
型⑨
﹂
で
あ
る
こ
と
︑
古
浄
瑠
璃
﹃
び
ん
ば
し
や
ら
わ
う
﹄
で
﹁
往
生
﹂
し

た
阿
闍
世
と
は
大
き
く
違
い
︑
与
兵
衛
の
﹁
本
願
往
生
﹂
を
保
証
す
る
本
文
は

一
切
記
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
︑
さ
ら
に
お
吉
は
親
鸞
を
信
仰
し
︑﹁
他
力
の
信

心
﹂
に
よ
っ
て
往
生
を
保
証
さ
れ
る
が
︑
与
兵
衛
に
は
︑﹁
称
名
﹂
の
機
会
が

与
え
ら
れ
ず
︑
両
者
を
対
比
的
に
描
い
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
て
い
る
︒

正
木
説
に
異
論
は
な
い
が
︑
拙
稿
第
五
節
の
と
こ
ろ
で
︑
そ
こ
で
は
言
及
さ

れ
て
い
な
い
︑
与
兵
衛
が
救
済
さ
れ
ず
に
終
わ
る
理
由
を
検
討
し
て
み
た
い
︒

三

仏
教
行
事
と
信
仰
心
の
な
い
与
兵
衛

続
い
て
︑
与
兵
衛
の
信
仰
心
の
有
り
様
を
︑
作
品
の
展
開
に
そ
っ
て
確
認
し

た
い
︒

｢女
殺
油
地
獄
﹂
は
︑
群
衆
が
野
崎
観
音
開
帳
へ
向
か
う
と
す
る
道
行
か
ら

始
ま
り
︑
中
之
巻
の
山
上
講
に
よ
る
下
向
の
際
の
念
仏
︑
下
之
巻
で
は
︑
お
吉

の
三
十
五
日
の
逮
夜
な
ど
︑
作
品
全
体
に
仏
教
行
事
︑
そ
れ
に
参
詣
す
る
信
者

の
読
経
の
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
以
下
は
︑
仏
教
行
事
と
︑
与
兵
衛
の

ふ
る
ま
い
を
中
心
に
筋
の
展
開
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

︹
上
之
巻

開
帳
と
与
兵
衛
︺

冒
頭
︑
野
崎
参
り
の
道
行
か
ら
始
ま
る
︒
道
行
の
最
後
の
箇
所
に
は
︑

参
詣
者
の
祈
り
の
様
子
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
︒
詞
章
は
︑
次
の
通
り
で

あ
る
︒﹁
御
代
長
久
の
岡
山
を
︒
歌
に
は
忍
の
岡
と
も
詠
み
︒
佐
良
々
山

口
一
つ
橋
︑
渡
し
て
救
ふ
御
願
力
︒
無
量
無
辺
の
聚
福
閣
︑
慈
眼
視
衆
生

念
彼
観
音
︒
身
得
度
者
の
御
誓
ひ
︒
問
ふ
も
︑
語
る
も
︑
行
く
船
も
︑
徒

歩
路
拾
ふ
も
諸
共
に
︑
迷
ひ
を
開
く
腰
扇
︑
御
堂
に
︒
ね
ん
じ
ゆ
を
繰
り

返
す
︒﹂

徳
庵
堤
で
︑
与
兵
衛
は
︑
参
詣
す
る
た
め
で
は
な
く
︑
馴
染
み
の
遊
女

を
め
ぐ
っ
て
︑
田
舎
客
と
張
り
合
う
た
め
に
や
っ
て
来
た
︒
そ
こ
で
︑
近

所
の
油
屋
お
吉
と
出
会
い
︑
お
吉
に
日
頃
の
不
良
な
行
い
を
異
見
さ
れ
る

が
︑
聞
く
耳
を
持
た
な
い
︒
与
兵
衛
は
︑
田
舎
客
に
喧
嘩
を
挑
む
︒
そ
の

時
︑
参
詣
に
向
か
う
武
士
の
小
栗
八
弥
に
泥
を
投
げ
付
け
る
失
態
を
犯
し

た
が
︑
結
局
は
許
さ
れ
て
い
る
︒
お
吉
は
︑
泥
ま
み
れ
の
与
兵
衛
を
介
抱

し
つ
つ
︑
異
見
を
す
る
︒
下
向
の
八
弥
と
再
び
出
会
う
が
︑
罪
は
問
わ
れ

な
い
︒

︹
中
之
巻

山
上
講
と
与
兵
衛
︺

最
初
の
詞
章
は
︑﹁
掲
諦
〳
〵
〳
〵
波
羅
掲
諦
︒
波
羅
僧
掲
諦
︑
掲

諦
〳
〵
︒
波
羅
掲
諦
︑
波
羅
僧
掲
諦
︒
唵
呼
嚕
〳
〵
旋
茶
利
摩
登
枳
︒
唵

阿
毘
羅
吽
欠
︒
お
ん
油
屋
仲
間
の
山
上
講
︒﹂
と
い
う
山
上
講
の
読
誦
か

ら
始
ま
る
︒
山
上
講
と
は
︑
山
上
嶽
に
参
詣
す
る
信
者
集
団
で
あ
る
が
︑

そ
の
勤
め
を
終
え
て
の
帰
り
に
河
内
屋
を
訪
れ
た
︒

一
行
は
︑
迎
え
に
出
た
与
兵
衛
の
義
理
の
父
親
︑
徳
兵
衛
に
対
し
て
︑

与
兵
衛
だ
け
が
不
参
加
で
あ
っ
た
う
え
︑
下
向
の
坂
迎
え
に
も
出
向
か
な
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か
っ
た
旨
を
告
げ
る
︒
徳
兵
衛
は
︑
与
兵
衛
が
そ
の
経
費
を
親
や
兄
か
ら

せ
し
め
て
い
た
こ
と
を
明
か
し
つ
つ
︑
素
行
を
嘆
く
︒

与
兵
衛
が
帰
宅
︒
病
床
に
あ
る
与
兵
衛
の
妹
︑
お
か
ち
は
︑
山
伏
が
祈

祷
を
行
う
う
ち
︑
先
代
の
死
霊
の
告
げ
で
あ
る
と
し
て
﹁
与
兵
衛
が
契
約

の
思
ひ
人
を
請
け
出
し
︑
嫁
に
し
て
︒
こ
の
所
帯
を
渡
し
て
た
も
︒﹂
な

ど
と
口
走
っ
た
︒
告
げ
の
実
行
を
与
兵
衛
は
迫
る
︒
徳
兵
衛
が
拒
否
す
る

と
︑
与
兵
衛
は
徳
兵
衛
を
足
蹴
に
す
る
︒
お
か
ち
は
︑
堪
え
ら
れ
ず
︑
与

兵
衛
に
教
え
ら
れ
て
死
霊
の
演
技
を
し
た
こ
と
を
明
か
す
︒
徳
兵
衛
と
母

お
沢
は
︑
そ
れ
ぞ
れ
与
兵
衛
に
異
見
︒
お
沢
は
乱
暴
を
働
い
た
与
兵
衛
を

勘
当
す
る
︒︹

下
之
巻
︑
逮
夜
と
与
兵
衛
︺

豊
島
屋
の
場
は
︑
門
徒
仲
間
が
︑
逮
夜
に
寄
り
集
り
︑﹁
変
成
男
子
の

願
を
立
て
︑
女
人
成
仏
誓
ひ
た
り
︒
願
以
此
功
徳
平
等
施
一
切
︑
同
発
菩

提
心
往
生
安
楽
国
︒
釈
妙
意
︒
三
十
五
日
お
逮
夜
の
志
︒
お
同
行
衆
寄
り

集
り
︑
勤
め
も
す
で
に
終
り
け
る
︒﹂
と
︑
回
向
文
を
唱
え
て
い
る
と
こ

ろ
か
ら
始
ま
る
︒

続
い
て
︑
与
兵
衛
殺
人
の
証
拠
が
発
見
さ
れ
る
︒
そ
こ
へ
︑﹁
気
味
悪

な
が
ら
︑
折
々
の
問
ひ
訪
れ
も
︑
我
が
し
た
と
︒
人
に
言
は
れ
じ
︑
悟
ら

れ
じ
と
︑
一
倍
横
柄
︑
そ
ら
さ
ぬ
顔
︒﹂
で
︑
与
兵
衛
が
姿
を
現
す
︒
七

左
衛
門
か
ら
お
吉
殺
し
の
証
拠
を
突
き
つ
け
ら
れ
る
と
︑
白
を
き
っ
た
︒

官
人
か
ら
逃
れ
よ
う
と
し
て
暴
れ
る
が
︑
結
局
は
捕
縛
さ
れ
る
︒

本
作
で
は
︑
上
・
中
・
下
巻
を
通
し
て
︑
開
帳
や
講
に
参
詣
す
る
群
衆
の
様

子
や
︑
経
文
を
唱
え
る
信
者
の
声
を
聞
か
せ
て
い
る
︒
一
方
の
与
兵
衛
は
︑
彼

ら
に
背
を
向
け
つ
つ
︑
親
兄
弟
か
ら
く
す
ね
た
金
︑
ま
た
お
吉
を
殺
害
し
︑
奪

っ
た
金
で
︑
思
う
ま
ま
快
楽
に
耽
る
︒
お
吉
の
逮
夜
に
訪
れ
て
も
︑
悔
み
の
気

持
ち
は
見
ら
れ
な
い
と
す
る
︒
以
上
︑
与
兵
衛
は
︑
繰
り
返
し
登
場
す
る
仏
教

徒
の
中
に
あ
っ
て
︑
一
人
信
仰
心
も
な
く
︑
浮
き
上
が
っ
た
存
在
で
あ
る
︒
彼

が
関
心
を
寄
せ
る
の
は
︑
こ
の
世
の
快
楽
だ
け
で
あ
っ
た
︒
与
兵
衛
に
人
間
ら

し
い
﹁
行
為
﹂
を
見
い
だ
し
に
く
い
の
は
︑
日
頃
か
ら
信
仰
心
を
欠
い
て
い
る

こ
と
と
結
び
付
い
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
作
品
の
中
に
は
︑
や
は
り
廣
末
が
指

摘
し
た
﹁
未
来
成
仏
の
思
想
﹂
は
発
見
で
き
な
い
︒

四

お
吉
殺
し
の
意
味

と
こ
ろ
で
︑
殺
さ
れ
る
お
吉
は
︑
二
十
七
歳
の
美
し
い
豊
島
屋
の
女
房
で
あ

っ
た
︒
気
さ
く
で
︑
心
優
し
く
︑
悩
め
る
徳
兵
衛
夫
婦
の
良
き
相
談
相
手
と
な

っ
て
い
る
︒
そ
の
気
質
は
殺
害
さ
れ
る
直
前
ま
で
︑
与
兵
衛
に
対
し
て
も
変
わ

り
は
な
か
っ
た
︒
ま
た
︑
下
之
巻
最
後
の
豊
島
屋
︑
逮
夜
に
お
い
て
︑
門
徒
仲

間
は
︑
お
吉
を
さ
し
て
﹁
上
人
の
御
恩
徳
︑
報
謝
の
心
も
深
か
り
し
︒﹂
と
述

べ
て
い
る
こ
と
か
ら
︑
熱
心
な
浄
土
真
宗
の
門
徒
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
︒

そ
ん
な
お
吉
が
︑
油
の
中
で
︑
血
ま
み
れ
と
な
っ
て
の
た
う
ち
ま
わ
る
と
い
う

﹁
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悲
惨
な
最
期
を
と
げ
た
︒

殺
し
の
場
面
は
︑
リ
ア
リ
ズ
ム
の
観
点
か
ら
評
価
さ
れ
て
い
る
︒
あ
ら
た
め

て
︑
描
写
を
確
認
し
︑
与
兵
衛
の
お
吉
殺
し
の
意
味
を
考
察
し
た
い
︒

与
兵
衛
は
︑
お
吉
を
恐
れ
さ
せ
な
が
ら
言
う
︒

灯
に
う
つ
る
刃
の
光
︑
お
吉
び
つ
く
り
︒
今
の
は
な
ん
ぞ
与
兵
衛
様
︒
イ

ヤ
な
ん
で
も
ご
ざ
ら
ぬ
と
︑
脇
差
後
ろ
に
押
し
隠
す
︒
そ
れ
〳
〵
き
つ
と

目
も
す
わ
つ
て
︒
な
う
恐
ろ
し
い
顔
色
︒
そ
の
右
の
手
こ
ゝ
へ
出
さ
し
や

ん
せ
︒
お
つ
と
脇
差
持
ち
替
へ
て
︑
こ
れ
見
さ
し
や
れ
︒
何
も
な
い
〳
〵

と
︑
言
へ
ど
も
︑
お
吉
身
も
わ
な
〳
〵
︒

逃
げ
よ
う
と
し
た
お
吉
は
︑
門
の
口
に
気
を
配
る
︒
与
兵
衛
が
恫
喝
し
︑
飛

び
か
か
る
︒
お
吉
に
同
情
を
示
す
と
い
う
こ
と
も
な
け
れ
ば
︑
殺
し
を
た
め
ら

う
と
い
う
こ
と
も
な
か
っ
た
︒

ハ
テ
き
よ
ろ
〳
〵
︑
何
恐
ろ
し
い
と
︒
付
け
回
し
〳
〵
︑
出
会
へ
と
喚
く

一
声
︒
二
声
待
た
ず
飛
び
か
ゝ
り
︑
取
つ
て
引
き
締
め
︒
音
骨
立
つ
る
な

女
め
と
︒
吭
の
鎖
を
ぐ
つ
と
刺
す
︒
刺
さ
れ
て
悩
乱
︑
手
足
を
も
が
き
︒

そ
ん
な
ら
声
立
て
ま
い
︒
今
死
ん
で
は
︑
年
端
も
い
か
ぬ
三
人
の
子
が
流

浪
す
る
︒
そ
れ
が
か
は
い
ゝ
︑
死
に
と
も
な
い
︒
銀
も
い
る
ほ
ど
持
つ
て

ご
ざ
れ
︒
助
け
て
く
だ
さ
れ
与
兵
衛
様
︒
オ
ヽ
死
に
と
も
な
い
は
ず
︑
尤

も
〳
〵
︒
こ
な
た
の
娘
が
か
は
い
ほ
ど
︒
お
れ
も
お
れ
を
可
愛
が
る
親
仁

が
い
と
し
い
︒
銀
払
う
て
男
立
て
ね
ば
な
ら
ぬ
︒
諦
め
て
死
ん
で
く
だ
さ

れ
︒
口
で
申
せ
ば
人
が
聞
く
︒
心
で
お
念
仏
︑
南
無
阿
弥
陀
︒
南
無
阿
弥

陀
仏
と
引
き
寄
せ
て
︑
右
手
よ
り
左
手
の
太
腹
へ
︒
刺
い
て
は
抉
り
︑
抜

い
て
は
切
る
︒

近
松
の
﹁
釈
迦
如
来
誕
生
絵
﹂︵
正
徳
四
年⑩
︶
︑
第
二
段
に
は
︑
お
吉
殺
し
と

同
様
︑
吉
祥
女
が
悪
漢
の
た
め
血
ま
み
れ
の
体
で
殺
害
さ
れ
る
箇
所
が
あ
る
︒

吉
祥
女
は
︑
悉
達
太
子
の
跡
を
追
っ
て
后
耶
輪
陀
羅
女
と
と
も
に
︑
艮
門
と
い

う
と
こ
ろ
ま
で
や
っ
て
来
た
︒
提
婆
達
多
の
手
下
で
あ
る
橋
曇
弥
と
伯
了
頓
が
︑

耶
輪
陀
羅
女
を
奪
お
う
と
切
り
か
か
り
︑
耶
輪
陀
羅
女
を
逃
そ
う
と
し
た
吉
祥

女
は
︑
そ
こ
で
命
を
落
と
す
︒
そ
の
最
期
は
︑
次
の
通
り
で
あ
る
︒

の
つ
け
に
返
し
て
起
き
上
が
り
吉
祥
が
高
腿
を
抜
き
打
ち
に
丁
ど
切
︒
両

方
半
死
半
生
の
惣
身
は
朱
に
そ
み
な
が
ら
︑
よ
ろ
ぼ
ひ
寄
つ
て
は
は
た
と

切
打
付
ヶ
て
か
つ
は
と
伏
し
︒
両
眼
に
血
は
入
た
り
︒
声
を
し
る
べ
に
打

合
し
は
修
羅
の
︒
巷
の
ご
と
く
也
︒

罪
も
な
い
女
性
が
敵
役
に
惨
殺
さ
れ
る
筋
は
︑
近
松
作
﹁
平
家
女
護
島
﹂

︵
享
保
四
年
︶
第
四
や
︑﹁
津
国
女
夫
池
﹂︵
享
保
六
年
︶
第
二
に
も
見
出
す
こ

と
が
で
き
る
︒
与
兵
衛
の
犯
行
は
︑
情
け
容
赦
が
な
い
と
い
う
点
で
︑
近
松
が

そ
れ
ま
で
描
い
て
き
た
時
代
浄
瑠
璃
の
敵
役
の
仕
業
に
相
当
す
る
︒
た
だ
し
︑

与
兵
衛
は
︑
敵
役
で
は
な
い
︒

与
兵
衛
の
形
象
に
つ
い
て
︑
荒
木
繁⑪
は
︑﹁﹁
女
殺
油
地
獄
﹂
の
方
法
に
つ
い

て
﹂
の
中
で
︑
岡
本
文
弥
﹁
雁
金
文
七
秋
の
霜
﹂︵
元
禄
十
五
年
初
演
︶
な
ど
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雁
金
文
七
系
の
作
品
に
登
場
す
る
あ
ぶ
れ
者
︑
文
七
と
の
比
較
か
ら
分
析
し
て

い
る
︒
荒
木
説
に
よ
れ
ば
︑
文
七
の
場
合
︑
性
は
善
で
あ
っ
た
が
︑
外
材
的
な

悪
の
働
き
か
け
に
よ
っ
て
悪
行
︑
破
滅
が
導
か
れ
て
い
た
︒
与
兵
衛
は
︑
性
が

悪
で
あ
っ
て
︑
そ
れ
ゆ
え
の
悪
行
で
あ
る
と
い
う
︒
そ
の
悪
と
は
︑
中
之
巻
以

下
に
見
ら
れ
る
彼
の
狡
智
・
不
貞
腐
れ
・
残
忍
な
ど
は
︑
た
し
か
に
悪
徳
で
あ

る
と
し
て
も
︑
悪
の
権
化
と
い
う
も
の
で
は
な
く
︑﹁
人
間
的
な
歪
み
﹂
と
捉

え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
︒
そ
の
よ
う
な
性
格
は
︑
喜
劇
的
描
写
に
よ
っ
て
浮
彫

り
に
さ
れ
て
い
る
の
で
︑
わ
れ
わ
れ
と
﹁
血
の
つ
な
が
っ
た
人
間
と
し
て
の
親

近
感
を
感
じ
る
﹂
だ
け
の
も
の
に
な
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒

根
っ
か
ら
の
悪
者
で
は
な
い
も
の
の
︑
心
を
入
れ
替
え
よ
う
と
努
力
し
な
け

れ
ば
︑
破
滅
に
向
か
う
人
間
︑
与
兵
衛
は
︑
劇
の
最
初
は
そ
の
よ
う
な
人
物
で

あ
っ
た
と
い
え
る
︒
だ
か
ら
こ
そ
︑
父
母
や
お
吉
は
︑
与
兵
衛
を
破
滅
さ
せ
ま

い
と
︑
異
見
を
繰
り
返
す
︒
上
之
巻
︑
ま
ず
︑
お
吉
が
父
母
の
立
場
に
立
っ
て

異
見
を
し
て
い
る
︒

こ
の
諸
万
人
の
群
衆
を
突
き
の
け
押
し
の
け
︑
目
に
立
つ
風
俗
︒
本
天
満

町
河
内
屋
徳
兵
衛
と
い
ふ
油
屋
の
二
番
息
子
︒
茶
屋
〳
〵
の
訳
も
ろ
く
に

立
て
ず
︒
あ
の
ざ
ま
見
よ
と
指
ざ
し
す
る
が
笑
止
な
︒
こ
う
た
う
な
兄
御

を
手
本
に
し
て
︒
商
人
と
い
ふ
も
の
は
一
文
銭
も
徒
に
せ
ず
︒
雀
の
巣
も

く
ふ
に
溜
る
︒
ず
い
ぶ
ん
稼
い
で
親
た
ち
の
肩
助
け
と
︒
心
願
立
て
さ
ん

せ
︒
脇
へ
は
行
か
ぬ
︑
そ
の
身
の
荘
厳
︒
ハ
ア
気
に
入
ら
ぬ
や
ら
返
事
が

な
い
︒
姉
お
ぢ
や
︑
早
う
参
ら
う
︒

中
之
巻
河
内
屋
と
︑
下
之
巻
最
初
の
豊
島
屋
の
︑
両
方
の
場
で
も
︑
父
母
の

異
見
が
描
か
れ
て
い
る
︒
二
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
与
兵
衛
の
不
行
跡
を

心
配
し
つ
つ
︑
わ
が
子
ゆ
え
の
不
幸
と
鬼
子
を
生
ん
だ
自
分
自
身
の
悪
業
悪
縁

を
問
う
て
い
る
︒
父
親
は
︑
も
し
与
兵
衛
が
こ
の
ま
ま
更
生
す
る
こ
と
が
な
い

な
ら
ば
︑
将
来
は
極
悪
人
に
成
り
下
が
る
に
違
い
な
い
と
考
え
て
い
る
︒
そ
れ

が
わ
か
る
徳
兵
衛
の
会
話
文
を
次
に
引
用
し
︑
波
線
を
付
し
た
︒

○
こ
れ
ほ
ど
万
面
倒
見
て
︒
大
き
な
家
の
主
に
も
と
︒
丁
稚
も
使
は
ず
肩
に

棒
︑
稼
ぐ
ほ
ど
遣
ひ
ほ
つ
く
︒
お
の
れ
今
の
若
盛
り
︒
一
働
き
稼
ぎ
︑
五

間
口
︑
七
間
口
の
門
柱
の
︒
主
に
と
念
願
を
立
て
て
こ
そ
商
人
な
れ
︒
た

つ
た
一
間
間
半
の
門
柱
に
念
か
け
︒
母
に
手
向
ひ
︑
父
を
踏
み
︑
行
く
先
︑

偽
り
騙
り
事
︒
そ
の
根
性
が
続
い
た
ら
︑
門
柱
は
思
ひ
も
よ
ら
ず
︒
獄
門

柱
の
主
に
な
ら
う
︒
親
は
こ
れ
が
悲
し
い
と
︑
わ
つ
と
叫
び
︒
入
り
け
れ

ば
︒︹
中
之
巻

与
兵
衛
に
対
す
る
会
話
文
︺

○
我
ら
は
成
人
の
与
兵
衛
に
世
話
を
焼
く
︒
い
づ
れ
の
道
に
も
︑
子
に
世
話

病
む
は
親
の
役
︒
苦
労
と
も
存
ぜ
ね
ど
も
︒
引
き
付
け
て
一
所
に
あ
る
う

ち
は
気
も
落
ち
着
く
︒
あ
の
や
う
な
無
法
者
を
勘
当
す
れ
ば
︒
自
棄
を
起

し
︑
明
日
火
に
入
る
も
構
は
ず
︒
謀
判
︑
偽
判
︑
一
貫
目
の
銀
に
十
貫
目

の
手
形
し
て
︒
一
生
の
首
綱
か
ゝ
る
例
も
あ
る
こ
と
と
思
ひ
な
が
ら
︒

︹
下
之
巻

お
吉
に
対
す
る
会
話
文
・
与
兵
衛
は
立
聞
き
に
よ
っ
て
知
る
︺
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豊
島
屋
に
姿
を
現
し
た
与
兵
衛
に
︑
今
度
は
お
吉
が
︑
父
母
か
ら
預
か
っ
た

銭
八
百
を
取
ら
せ
つ
つ
︑
次
の
通
り
異
見
す
る
こ
と
と
な
る
︒
お
吉
殺
し
は
︑

そ
の
直
後
の
犯
行
で
あ
っ
た
︒

こ
の
銭
一
文
も
徒
に
は
な
る
ま
い
︒
肌
身
に
付
け
て
一
稼
ぎ
︑
お
二
人
の

葬
礼
に
︒
立
派
な
乗
物
に
乗
せ
う
と
い
ふ
気
が
な
け
れ
ば
︒
男
で
も
杭
で

も
な
い
︒
そ
れ
を
お
背
き
な
さ
れ
た
ら
︑
天
道
の
罰
︑
仏
の
罰
︒
日
本
の

神
々
の
逆
罰
が
当
つ
て
︒
将
来
が
よ
う
あ
る
ま
い
︒
ま
づ
頂
い
て
と
︑
差

し
出
せ
ば
︒

与
兵
衛
は
︑
指
摘
さ
れ
て
い
る
通
り
︑
悪
の
権
化
と
い
う
わ
け
で
も
な
か
っ

た
︒
前
述
し
た
通
り
︑
劇
の
最
初
か
ら
︑
彼
は
︑
信
仰
心
を
持
た
な
い
た
め
に

日
々
の
仏
教
行
事
を
無
視
し
︑
仏
教
集
団
か
ら
外
れ
︑
ひ
た
す
ら
こ
の
世
の
快

楽
を
求
め
よ
う
と
す
る
︒
な
お
か
つ
行
く
末
を
案
じ
た
父
母
の
︑
度
重
な
る
異

見
に
も
耳
を
傾
け
よ
う
と
し
な
か
っ
た
︒
お
吉
殺
し
と
は
︑
そ
の
よ
う
な
与
兵

衛
に
よ
っ
て
引
き
起
こ
さ
れ
た
犯
行
で
あ
り
︑
そ
の
描
写
は
︑
敵
役
の
仕
業
の

よ
う
な
残
酷
さ
を
映
し
出
し
て
い
る
︒

五

与
兵
衛
の
最
期

第
二
節
で
も
述
べ
た
通
り
︑
お
吉
を
殺
害
し
た
与
兵
衛
は
︑
自
分
が
堕
ち
る

に
違
い
な
い
地
獄
を
見
︑
そ
れ
と
知
り
な
が
ら
意
に
介
す
る
こ
と
が
な
か
っ
た
︒

そ
れ
以
降
︑
彼
は
︑
ま
す
ま
す
世
俗
的
利
養
を
も
っ
ぱ
ら
に
し
︑
彼
女
の
死
を

悼
む
こ
と
も
な
く
︑
盗
ん
だ
金
で
茶
屋
に
入
り
浸
る
こ
と
に
な
る
︒
犯
行
後
の

与
兵
衛
は
︑
も
は
や
信
仰
心
を
欠
く
者
と
い
う
よ
り
︑
仏
教
の
教
え
に
敵
対
す

る
者
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
︒

そ
の
よ
う
に
与
兵
衛
を
捉
え
る
と
き
︑
彼
の
末
路
は
︑
や
は
り
あ
り
ふ
れ
た

も
の
で
は
な
い
は
ず
で
あ
る
︒

ま
ず
︑
与
兵
衛
殺
人
の
証
拠
に
注
目
し
た
い
︒
そ
れ
は
︑﹁
半
切
紙
に
一
つ

書
き
︒
十
匁
一
分
五
厘
︑
野
崎
の
割
付
︒
五
月
三
日
と
ば
か
り
に
て
︑
誰
か
ら

誰
へ
の
名
宛
も
な
く
︒
色
こ
そ
変
れ
︑
所
々
血
に
染
ま
つ
た
る
書
き
出
し
一
通
︒

不
思
議
の
物
と
手
に
取
り
回
し
︒
﹂
で
あ
る
︒
お
吉
の
逮
夜
に
︑
豊
島
屋
の
家

の
梁
か
ら
鼠
が
蹴
落
と
し
た
も
の
で
あ
り
︑
お
同
行
衆
に
よ
っ
て
見
出
さ
れ
た
︒

見
れ
ば
︑
与
兵
衛
の
筆
跡
で
あ
っ
た
︒﹁
野
崎
参
り
﹂
に
出
向
い
て
い
た
と
い

う
こ
と
も
あ
っ
て
︑
与
兵
衛
犯
人
の
証
拠
と
見
な
さ
れ
る
の
で
あ
る
︒
七
左
衛

門
は
言
う
︑﹁
お
吉
を
殺
し
手
も
︑
大
方
こ
れ
で
知
れ
ま
し
た
︒
三
十
五
日
の

逮
夜
に
当
り
︑
鼠
が
こ
れ
を
落
す
と
い
ふ
も
︒
亡
者
が
知
ら
せ
に
疑
ひ
な
い
︒

こ
れ
も
仏
の
御
恩
徳
︒
ア
ヽ
南
無
阿
弥
陀
と
ひ
れ
ふ
し
て
︑
喜
ぶ
心
ぞ
道
理
な

る
︒﹂
と
︒

も
と
も
と
こ
の
割
付
に
関
し
て
は
︑
唐
突
に
過
ぎ
る
と
い
う
見
方⑫
も
な
さ
れ

て
い
た
︒
唐
突
で
あ
る
た
め
に
︑
そ
の
﹁
不
思
議
の
物
﹂
は
印
象
づ
け
ら
れ
て

い
る
よ
う
で
あ
る
︒

﹁
十
匁
一
分
五
厘
﹂
と
い
う
金
額
に
つ
い
て
は
︑
下
之
巻
︑
最
初
の
豊
島
屋
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の
場
で
︑
お
吉
が
父
母
か
ら
受
け
取
っ
て
︑
与
兵
衛
に
手
渡
し
た
﹁
銭
八
百
﹂

と
近
い
数
字
と
な
る
よ
う
で
あ
る
︒
銭
を
与
え
る
と
き
︑
お
吉
は
︑﹁
こ
れ
こ

の
銭
八
百
︑
こ
の
粽
︑
こ
な
様
へ
遣
れ
と
天
道
か
ら
降
り
ま
し
た
︒
頂
か
し
や

ん
せ
︒
な
ん
ぼ
浪
人
で
も
︑
際
の
日
の
宝
︒
ま
ん
が
直
ろ
﹂
と
述
べ
て
い
た
︒

与
兵
衛
は
︑
そ
の
﹁
銭
が
足
ら
ぬ
﹂
と
言
っ
て
︑
直
後
に
お
吉
殺
害
に
及
ぶ
こ

と
に
な
る
︒

正
徳
期
よ
り
︑
享
保
七
年
ま
で
は
︑
銀
の
高
値
が
続
き
︑
通
貨
状
況
が
安
定

す
る
こ
と
は
な
か
っ
た⑬
︒﹃
読
史
総
覧⑭
﹄
所
収
の
﹁
近
世
相
場
一
覧
﹂
に
よ
れ

ば
︑
本
作
が
上
演
さ
れ
た
享
保
六
年
︵
大
坂
︶
の
相
場
は
︑
銀
︵
匁
︶
は
︑
金

一
両
に
つ
き
︑
新
銀
で
四
八
・
〇
〇
～
五
六
・
〇
〇
︑
銭
一
貫
文
に
つ
き
︑
新

銀
で
一
一
・
二
〇
匁
程
度
で
あ
る
︒﹁
十
匁
一
分
五
厘
﹂
は
︑
そ
の
年
の
︑
一

一
・
二
〇
匁
と
い
う
銀
の
値
か
ら
計
算
す
れ
ば
︑
銭
で
︑
九
〇
六
・
二
五
文
程

度
と
な
る
︒
ま
た
︑
享
保
三
年
か
ら
享
保
六
年
の
相
場
を
確
認
す
れ
ば
︑
享
保

三
年
は
︑
銭
一
貫
文
に
つ
き
︑
新
銀
︵
匁
︶
で
︑
八
・
五
〇
～
八
・
六
〇
︑
同

四
年
は
︑
同
じ
く
九
・
五
〇
～
九
・
六
〇
︑
同
五
年
は
︑
同
じ
く
一
〇
・
〇
〇

匁
︑
そ
し
て
同
六
年
の
︑
一
一
・
二
〇
匁
と
い
う
変
動
が
あ
っ
た
︒
そ
の
変
動

幅
を
考
慮
し
︑
仮
に
︑
新
銀
一
二
・
七
〇
匁
と
い
う
数
字
か
ら
計
算
し
た
場
合
︑

﹁
十
匁
一
分
五
厘
﹂
は
︑
ほ
ぼ
﹁
銭
八
百
﹂
と
な
る
︒
判
然
と
は
し
な
い
な
が

ら
︑
お
吉
と
関
わ
る
数
字
を
描
い
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
︒

繰
り
返
す
が
︑
与
兵
衛
を
追
い
詰
め
る
割
付
は
︑
皆
が
﹁
亡
者
が
知
ら
せ
﹂

と
し
て
取
り
扱
っ
て
い
る
︒
信
仰
心
を
持
た
ず
︑
お
吉
を
殺
し
た
与
兵
衛
の
罪

に
対
す
る
応
報
と
し
て
描
い
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
︒

次
に
︑
捕
縛
以
後
の
場
面
を
と
り
上
げ
た
い
︒
自
白
の
箇
所
以
外
は
︑
こ
れ

ま
で
の
研
究
で
注
意
さ
れ
て
い
な
い
が
︑
そ
れ
は
︑
死
後
︑
人
間
が
裁
き
を
受

け
る
と
い
う
閻
魔
王
庁
の
法
廷
と
関
係
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
︒

閻
魔
王
図
や
地
獄
絵
は
︑
鎌
倉
時
代
中
期
か
ら
︑
江
戸
時
代
に
か
け
て
︑
多

く
の
地
蔵
絵
や
六
道
絵
︑
十
界
曼
荼
羅
の
普
及
な
ど
に
よ
っ
て
通
俗
化
し
て
い

っ
た
︒
十
七
世
紀
初
頭
に
は
︑﹁
熊
野
観
心
十
界
曼
荼
羅
﹂
が
登
場
し
︑
熊
野

比
丘
尼
た
ち
が
そ
れ
を
絵
解
き
し
て
歩
い
た
︒

説
話
で
︑
閻
魔
王
庁
の
様
子
を
描
い
た
も
の
に
平
安
時
代
の
﹃
地
蔵
菩
薩
霊

験
記
﹄︵
貞
享
元
年
刊
行
︶︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
地
蔵
菩
薩
霊
験
譚
巻
十
七

︵
第
十
八
︑
第
十
九
︑
第
二
十
︑
第
二
十
一
︑
第
二
十
二
︑
第
二
十
四
︑
第
二

十
六
︑
第
二
十
九
︶
な
ど
多
数
あ
る⑮
︒
こ
こ
で
は
︑﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記⑯
﹄︑

﹃
今
昔
物
語
集⑰
﹄
よ
り
例
を
挙
げ
る
︒

○
独
広
野
ニ
向
テ
行
去
ニ
西
北
ノ
方
ニ
巍
々
タ
ル
楼
門
ア
リ
テ
大
ナ
ル
官
舎

ア
リ
︒
大
殿
ノ
左
右
ニ
各
一
舎
ア
リ
︒
左
ノ
舎
ハ
秤
量
ヲ
置
テ
亡
人
ノ
罪

業
ノ
軽
重
品
ヲ
懸
ク
︒
右
ニ
一
舎
ア
リ
︒
亡
人
ノ
姓
名
死
生
ノ
定
数
ヲ
勘

テ
筆
録
ス
︒
又
殿
ノ
左
秤
量
舎
ノ
前
ニ
高
台
ア
リ
テ
台
ノ
上
ニ
秤
量
幢
ア

リ
︒
以
テ
舎
中
ノ
備
ヲ
標
幟
ス
︒
今
此
ノ
官
舎
台
ハ
有
情
ノ
業
感
所
成
ノ

所
ナ
リ
︒
次
ニ
鏡
台
ア
リ
︒
浄
頗
梨
鏡
ノ
影
ヲ
移
シ
テ
一
生
ノ
作
業
明
々

﹁
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ト
シ
テ
見
ヘ
タ
リ
︒︵
中
略
︶
其
々
ニ
地
獄
ノ
苦
ヲ
受
ル
ニ
究
︒
泣
哀
ム

声
ハ
太
山
モ
崩
ル
バ
カ
リ
︒
恐
シ
ト
モ
云
バ
カ
リ
ナ
シ
︒

﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
巻
第
七
百
十
八

○
我
レ
ハ
此
レ
︑
然
々
ノ
人
也
︒
本
国
ヨ
リ
本
寺
ニ
行
ク
間
︑
途
中
ニ
シ
テ

病
ヲ
受
テ
︑
忽
ニ
此
ニ
シ
テ
死
ヌ
︒
而
ル
間
︑
我
レ
独
リ
広
キ
路
ニ
向
テ

西
北
ノ
方
ニ
行
ク
︒
即
チ
門
楼
ニ
至
ル
︒
其
ノ
内
ニ
器
量
キ
屋
共
有
リ
︒

此
ヲ
見
ル
ニ
︑
検
非
違
使
ノ
庁
ニ
似
タ
リ
︒
其
ノ
所
ニ
官
人
其
ノ
数
有
テ
︑

庭
ノ
中
ニ
着
並
タ
リ
︒
多
ノ
人
ヲ
召
シ
集
メ
テ
︑
其
ノ
罪
ノ
軽
重
ヲ
定
ム
︒

並
︑
多
ノ
人
ヲ
捕
ヘ
テ
縛
テ
獄
ヘ
遣
ル
︒
其
ノ
泣
キ
叫
ブ
音
︑
雷
ノ
響
ノ

如
シ
︒

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
十
七
第
十
八

説
話
に
記
さ
れ
た
閻
魔
王
庁
の
様
子
を
ま
と
め
る
と
︑
ほ
ぼ
次
の
通
り
で
あ

る
︒
地
獄
に
つ
な
が
る
そ
の
庁
は
︑
検
非
違
使
庁
の
よ
う
で
あ
り
︑
楼
門
や
庭

が
あ
っ
た
︒
そ
こ
に
は
官
人
が
い
て
︑
多
く
人
を
召
し
集
め
て
︑
罪
の
軽
重
を

定
め
︑
地
獄
に
送
っ
て
い
る
︒
縛
ら
れ
た
罪
人
は
︑
雷
の
響
き
の
よ
う
な
大
声

を
上
げ
て
泣
き
叫
ぶ
︒

さ
て
︑
本
作
と
の
共
通
項
は
︑
以
下
の
通
り
で
あ
る
︒

第
一
に
︑
庁
の
外
観
と
官
人
で
あ
る
︒
与
兵
衛
は
︑﹁
小
庭
の
内
﹂
で
︑
逃

げ
よ
う
と
す
る
が
︑
控
え
て
い
た
﹁
門
の
前
に
︒
両
三
人
﹂
に
よ
っ
て
︑
ね
じ

据
え
ら
れ
た
︒
彼
ら
は
﹁
検
非
違
使
の
別
当
︑
大
理
の
庁
の
官
人
な
り
﹂
と
描

く
︒
第
二
︑
罪
の
軽
重
を
定
め
る
点
で
あ
る
︒
本
作
に
﹁
浄
頗
梨
鏡
﹂
は
存
在

し
な
い
が
︑
罪
状
が
た
ち
ま
ち
の
う
ち
に
さ
ら
さ
れ
る
場
面
が
設
け
ら
れ
て
い

る
︒
森
右
衛
門
が
与
兵
衛
の
袷
を
持
っ
て
駆
け
付
け
︑﹁
大
理
の
庁
よ
り
御
不

審
︒
只
今
証
跡
の
実
否
︒
お
の
れ
が
命
︑
生
死
二
つ
の
境
な
る
ぞ
﹂
と
言
い
つ

つ
︑
そ
れ
に
酒
を
こ
ぼ
し
か
け
る
︒
酒
は
︑
朱
の
血
潮
と
変
じ
た
︒
こ
れ
を
動

か
ぬ
証
拠
と
し
て
︑
与
兵
衛
の
刑
が
定
め
ら
れ
る
︒
第
三
︑
捕
縛
さ
れ
た
罪
人

は
大
声
を
上
げ
て
叫
ぶ
と
い
う
点
で
あ
る
︒
第
二
節
の
と
こ
ろ
で
述
べ
た
通
り
︑

捕
縛
さ
れ
た
与
兵
衛
は
や
は
り
﹁
覚
悟
の
大
音
上
げ
︒﹂
と
い
う
様
子
で
自
白

を
し
て
い
る
︒

与
兵
衛
は
︑
﹁
大
理
の
庁
﹂
の
裁
き
を
受
け
て
︑
刑
場
へ
と
連
行
さ
れ
た
︒

そ
こ
に
は
︑
や
は
り
仏
教
に
敵
対
す
る
者
の
︑
救
済
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
末
路

が
示
唆
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

六

ま
と
め

本
稿
は
︑
主
人
公
の
﹁
行
為
﹂
と
﹁
未
来
成
仏
の
思
想
﹂
を
論
じ
た
廣
末
の

﹁
世
話
悲
劇
﹂
論
に
拠
り
つ
つ
考
察
し
た
︒
与
兵
衛
の
﹁
行
為
﹂
に
つ
い
て
は
︑

す
で
に
先
学
た
ち
に
よ
っ
て
議
論
が
重
ね
ら
れ
て
い
る
が
︑
そ
の
﹁
行
為
﹂
を

支
え
る
﹁
未
来
成
仏
の
思
想
﹂
は
︑
論
じ
ら
れ
て
い
な
い
︒

検
討
の
結
果
︑
与
兵
衛
は
︑
信
仰
心
を
持
ち
合
わ
せ
ず
︑
そ
の
た
め
﹁
行

為
﹂
が
見
出
し
に
く
い
人
物
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
た
︒
与
兵
衛
が
自

分
の
来
世
に
向
き
合
う
場
面
は
︑
二
箇
所
確
認
で
き
る
︒
第
一
は
︑
お
吉
を
殺
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し
︑
銀
を
奪
っ
た
直
後
で
あ
り
︑
そ
こ
で
与
兵
衛
は
︑
意
識
的
に
自
分
の
来
世

を
無
視
し
て
い
る
︒
第
二
は
︑
作
品
最
後
の
場
面
で
あ
る
︒
捕
縛
さ
れ
た
与
兵

衛
は
罪
を
認
め
︑
未
来
成
仏
を
願
う
が
︑
そ
の
時
は
︑
与
兵
衛
の
人
生
の
終
わ

り
で
あ
り
︑
も
は
や
﹁
行
為
﹂
を
見
出
す
余
地
が
な
い
︒
さ
ら
に
︑
劇
の
展
開

を
見
れ
ば
︑
上
之
巻
の
野
崎
観
音
開
帳
︑
中
之
巻
の
山
上
講
︑
下
之
巻
の
逮
夜

と
い
う
仏
教
行
事
と
そ
れ
に
集
い
︑
経
文
を
唱
え
る
仏
教
徒
が
描
か
れ
て
い
る
︒

与
兵
衛
は
︑
そ
の
中
に
あ
っ
て
︑
つ
ね
に
行
事
に
参
加
せ
ず
︑
世
俗
的
利
養
の

た
め
だ
け
に
動
き
回
る
な
ど
︑
仏
教
徒
と
は
対
照
的
に
︑
信
仰
心
を
持
た
な
い

人
物
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
︒

お
吉
殺
し
の
場
面
は
︑
時
代
浄
瑠
璃
の
敵
役
の
仕
業
の
ご
と
く
︑
残
酷
︑
無

慈
悲
な
も
の
と
し
て
描
写
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
︑
信
仰
心
を
欠
く
も
の
の
︑

悪
人
と
い
う
ほ
ど
で
も
な
か
っ
た
与
兵
衛
が
招
い
た
犯
行
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑

殺
し
の
場
以
後
の
与
兵
衛
を
︑
仏
教
に
敵
対
す
る
者
と
し
て
捉
え
る
な
ら
ば
︑

与
兵
衛
の
最
期
に
は
︑
お
吉
を
殺
し
た
罪
に
対
す
る
応
報
と
し
て
の
証
拠
の
割

付
︑
閻
魔
王
庁
の
法
廷
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
官
人
に
よ
る
捕
縛
や
︑
裁
き
の

場
面
を
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
︒
仏
教
に
敵
対
す
る
与
兵
衛
に
救
済
が
も
た
ら

さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒

結
局
︑
本
作
は
︑
主
人
公
に
︑
信
仰
に
支
え
ら
れ
た
﹁
行
為
﹂
が
見
い
だ
せ

る
か
ど
う
か
︑
そ
の
な
り
ゆ
き
を
追
求
し
た
も
の
で
あ
る
︒
劇
の
展
開
と
し
て

は
︑
与
兵
衛
に
反
省
を
促
す
出
来
事
と
し
て
︑
老
父
母
の
苦
悩
と
異
見
︑
お
吉

の
異
見
︑
小
栗
八
弥
の
一
件
や
︑
お
吉
殺
し
の
後
に
出
現
す
る
地
獄
の
光
景
な

ど
を
設
け
て
い
る
︒
与
兵
衛
と
い
う
人
物
は
︑
最
後
に
至
る
ま
で
︑
未
来
成
仏

と
は
無
縁
で
あ
っ
た
︒
欲
望
の
赴
く
ま
ま
に
振
る
舞
い
︑
ま
た
自
覚
的
に
罪
を

重
ね
て
ゆ
く
こ
と
で
︑
堕
ち
て
ゆ
く
結
末
を
迎
え
る
︒

注①

未
来
社
︑
一
九
五
七
年
︒
引
用
は
︑
第
六
章
﹁﹃
女
殺
油
地
獄
﹄
の
位
置
﹂
に
よ

る
︒
廣
末
は
︑﹁
行
為
﹂
に
つ
い
て
︑
次
の
通
り
述
べ
て
い
る
︒

単
な
る
行
動
で
は
な
く
て
︑
意
志
的
な
行
為
の
発
見
が
そ
こ
に
起
こ
る
︒
そ
し

て
︑
そ
の
意
志
的
な
行
為
を
通
す
こ
と
に
よ
つ
て
︑
日
常
性
を
超
え
た
葛
藤
の
必

然
的
な
連
関
を
顕
在
化
し
︑
同
時
に
︑
そ
の
よ
う
な
葛
藤
を
典
型
的
に
生
き
る
主

人
公
を
創
造
し
は
じ
め
る
︒︵
﹃
増
補
近
松
序
説
﹄
第
一
章
﹁
近
世
悲
劇
へ
の
道
﹂
︶

②

｢女
殺
油
地
獄
﹂
﹃
國
文
学
解
釈
と
鑑
賞
﹄
一
九
七
四
年
九
月
︒

③

﹃
文
学
﹄
一
九
七
五
年
十
月
︒
﹃
近
松
世
話
浄
瑠
璃
論
﹄︵
和
泉
書
院
︑
一
九
八
六

年
︶
所
収
︒

④

﹃
近
松
序
説
﹄
第
一
章
﹁
近
世
悲
劇
へ
の
道
﹂︒
注
①
に
同
じ
︒

⑤

心
理
の
問
題
と
は
︑
自
白
が
果
た
し
て
与
兵
衛
の
悔
悟
・
懺
悔
の
表
れ
で
あ
っ
た

の
か
︑
否
か
に
つ
い
て
の
議
論
で
あ
る
︒
こ
こ
で
は
︑
最
初
の
論
争
で
あ
る
坪
内
逍

遥
﹃
近
松
之
研
究
﹄﹁
﹃
女
殺
油
地
獄
﹄
を
読
み
て
所
感
を
記
す
﹂
︵
春
陽
堂
︑
明
治

三
十
三
年
︶
と
︑
藤
村
作
﹃
上
方
文
学
と
江
戸
文
学
﹄︵
至
文
堂
︑
大
正
十
一
年
︶

を
例
に
あ
げ
る
︒
逍
遥
は
︑
勘
当
さ
れ
た
与
兵
衛
が
三
度
︑
内
面
の
変
化
を
遂
げ
た

と
解
釈
し
︑
三
度
目
の
変
化
の
表
れ
が
︑
問
題
の
自
白
の
場
面
で
あ
る
と
言
う
︒
藤

村
は
︑
逍
遥
の
解
釈
に
対
し
て
﹁
彼
が
自
白
も
切
羽
詰
つ
て
の
自
棄
的
の
自
白
で
︑

悔
悟
・
懺
悔
の
自
白
で
は
な
い
﹂
と
し
て
︑
内
面
の
変
化
を
認
め
て
い
な
い
︒
逍
遥
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の
解
釈
は
︑
井
口
洋
﹁﹃
女
殺
油
地
獄
﹄
論

︱
立
聞
き
と
食
違
い

︱
﹂︵﹃
文
学
﹄

一
九
七
五
年
十
月
︶
な
ど
の
論
考
に
よ
っ
て
支
持
さ
れ
て
い
る
︒

⑥

﹃
文
学
・
語
学
﹄
一
九
七
六
年
一
月
︒

⑦

﹃
日
本
文
学
﹄
二
〇
一
一
年
七
月
︒

⑧

｢王
舎
城
の
悲
劇
﹂
と
は
︑﹃
観
無
量
寿
経
﹄
の
序
文
や
﹃
涅
槃
経
﹄
な
ど
多
く
の

経
典
で
説
か
れ
て
い
る
仏
教
説
話
で
あ
り
︑
そ
の
中
身
は
︑
阿
闍
世
王
が
父
で
あ
る

頻
婆
沙
羅
王
を
殺
害
し
た
と
い
う
古
代
イ
ン
ド
の
マ
ガ
タ
国
に
お
い
て
実
際
に
起
こ

っ
た
と
さ
れ
る
一
連
の
事
件
で
あ
る
︒

⑨

結
句
の
分
類
︑
名
称
は
︑
向
井
芳
樹
﹁
世
話
浄
る
り
の
結
句
に
つ
い
て
﹂︵﹃
日
本

文
学
研
究
﹄
一

一
九
六
九
年
三
月
︵﹃
近
松
の
方
法
﹄
桜
楓
社
︑
一
九
七
六
年

所
収
︶︶
に
よ
る
も
の
で
あ
る
︒

⑩

｢釈
迦
如
来
誕
生
絵
﹂
の
本
文
引
用
は
︑﹃
近
松
全
集
八
﹄︵
岩
波
書
店
︑
一
九
八

八
年
︶
に
よ
る
︒

⑪

﹃
近
松
論
集
二
﹄
一
九
六
三
年
七
月
︒﹃
語
り
物
と
近
世
の
劇
文
学
﹄︵
桜
楓
社
︑

一
九
九
三
年
︶
所
収
︒

⑫

大
久
保
忠
国
﹃
鑑
賞
日
本
古
典
文
学

近
松
﹄﹁
女
殺
油
地
獄
﹂
解
説

角
川
書

店
︑
一
九
七
五
年
︒

⑬

田
谷
博
吉
﹃
近
世
銀
座
の
研
究
﹄
第
五
章
﹁
近
世
中
期
の
銀
座
﹂
吉
川
弘
文
館
︑

一
九
六
三
年
︒

⑭

﹃
読
史
総
覧
﹄
人
物
往
来
社
︑
一
九
六
六
年
︒

⑮

内
山
美
樹
子
は
︑﹁﹃
関
八
州
繋
馬
﹄
と
そ
の
周
辺
﹂︵﹃
歌
舞
伎
研
究
と
批
評

八
﹄
一
九
九
二
年
︶
の
中
で
︑
近
松
が
﹁
栬
狩
剣
本
地
﹂︵
正
徳
四
年
︶
を
描
く
に

あ
た
っ
て
︑﹃
今
昔
物
語
集
﹄
巻
二
十
五
を
踏
ま
え
て
い
た
こ
と
を
論
じ
て
い
る
︒

近
松
の
﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
利
用
は
︑﹁
女
殺
油
地
獄
﹂
に
つ
い
て
認
め
ら
れ
る
可

能
性
が
あ
る
︒

⑯

﹃
地
蔵
菩
薩
霊
験
記
﹄
の
本
文
引
用
は
︑﹃
続
群
書
類
従

第
二
十
五
下
﹄︵
一
九

二
四
年
︶
に
よ
る
︒

⑰

﹃
今
昔
物
語
集
﹄
の
本
文
引
用
は
︑
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

今
昔
物
語
集

二
﹄︵
小
学
館
︑
二
〇
〇
〇
年
︶
に
よ
る
︒

︹
付
記
︺

｢女
殺
油
地
獄
﹂
の
本
文
引
用
は
︑
﹃
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集

近
松
門
左

衛
門
集
一
﹄
︵
小
学
館
︑
一
九
九
七
年
︶
に
よ
る
︒
ま
た
資
料
の
引
用
に
際
し

て
は
︑
適
宜
表
記
を
改
め
︑
ル
ビ
を
省
略
し
た
︒
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