
赤
穂
浪
士
の
評
価
に
見
る
日
本
人
の
「
義
」
に
つ
い
て

小　

林　

加
代
子

  

お
茶
の
水
女
子
大
学
大
学
院
人
間
文
化
創
成
科
学
研
究
科

『
人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢
』
第 

一
五 

巻
（
二
〇
一
二
年
）

  

二
○
一
三
年
三
月
発
行　

抜
刷



人
間
文
化
創
成
科
学
論
叢　

第
一
五
巻　

二
〇
一
二
年

は
じ
め
に

「
忠
臣
蔵
」
で
知
ら
れ
る
赤
穂
浪
士
は
義
士
と
呼
ば
れ
、「
義
」
と
い
う
道
徳
を
身
を
も
っ
て
体
現

し
た
武
士
の
理
想
像
と
言
わ
れ
て
い
る
。「
義
」
と
は
、
儒
教
で
説
か
れ
る
徳
目
、
五
常
の
ひ
と
つ

に
数
え
ら
れ
、
正
し
い
行
い
の
基
準
と
な
る
概
念
で
あ
る
。
日
本
に
お
い
て
は
特
に
、
武
士
道
精
神

の
中
心
か
つ
最
も
厳
格
な
徳
目
と
し
て
認
識
さ
れ
る
。
こ
れ
を
踏
ま
え
て
論
じ
ら
れ
る
、
武
士
道
に

お
け
る
「
義
」
と
は
、
打
算
や
損
得
は
顧
み
ず
人
間
と
し
て
正
し
い
道
を
行
く
こ
と
で
あ
り
、
こ
れ

が
武
士
と
し
て
正
し
く
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
武
士
が
守
る
べ
き
と
さ
れ
る
忠
義
や
節
義
な
ど

は
「
義
」
か
ら
派
生
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
義
士
を
は
じ
め
と
し
て
義
挙
や
義
民
な
ど
、「
義
」

を
体
現
し
た
正
し
い
行
い
や
正
し
い
人
を
指
す
用
語
が
生
ま
れ
て
い
る
。
武
士
た
ち
が
こ
の
「
義
」

を
武
士
道
精
神
の
中
心
と
し
て
捉
え
て
い
た
こ
と
は
、
数
あ
る
武
士
道
書
、
武
家
の
家
訓
等
か
ら
読

み
取
れ
る
。
例
え
ば
、
初
心
の
武
士
に
対
し
て
そ
の
心
得
を
説
い
た
『
武
道
初
心
集
』
で
は
、「
武

士
た
ら
ん
も
の
は
義
不
義
の
二
つ
を
と
く
と
其
心
に
得
徳
（
マ
マ
）
仕
り
」
（
1
）

と
し
て
、
武
士
は
「
義
」

と
「
不
義
」
と
を
し
っ
か
り
心
得
、「
義
」
に
従
っ
て
行
動
す
る
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、「
義
」
に
励

む
こ
と
に
よ
っ
て
武
士
道
は
立
ち
行
く
と
説
い
て
い
る
。
赤
穂
浪
士
は
、
こ
の
「
義
」
を
体
現
す
る

武
士
の
代
表
と
し
て
義
士
の
名
を
冠
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
元
禄
赤
穂
事
件
の
発
端
と
な
る
浅
野
内
匠

頭
長
矩
に
よ
る
刃
傷
が
起
こ
り
、
彼
へ
の
沙
汰
が
公
に
な
っ
た
時
点
で
、
残
さ
れ
た
赤
穂
浅
野
家
の

浪
士
た
ち
は
早
々
に
吉
良
を
討
つ
の
で
は
な
い
か
と
期
待
さ
れ
て
い
た
と
言
わ
れ
て
い
る
。『
堀
内

伝
右
衛
門
覚
書
』
（
2
）は

、
こ
の
こ
と
を
示
す
史
料
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
赤
穂
浪
士
の
ひ
と

り
で
あ
る
大
石
主
税
に
つ
い
て
、
そ
の
忠
義
と
武
勇
は
弁
慶
に
も
ま
し
て
素
晴
ら
し
い
も
の
だ
と
、

駕
籠
か
き
が
述
べ
て
い
る
さ
ま
を
記
し
て
い
る
。
武
士
の
よ
う
な
分
別
を
持
っ
て
い
な
い
そ
の
日
暮

ら
し
の
者
を
は
じ
め
、
屋
敷
出
入
り
の
町
人
た
ち
も
こ
の
よ
う
に
噂
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
記
録

で
あ
る
。
そ
の
た
め
翌
年
十
二
月
、
期
待
通
り
に
討
入
を
行
っ
た
赤
穂
浪
士
が
喝
采
を
浴
び
、
義
士

と
し
て
祭
り
上
げ
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
は
自
然
な
流
れ
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
赤
穂
浪
士
を
義
士
と
す
る
世
論
が
あ
っ
た
一
方
で
、
彼
ら
の
討
入
は
必
ず
し
も
賞
賛

さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
も
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
こ
の
討
入
は
正
当
な
手
続
き
が
踏
ま
れ

て
い
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
徒
党
を
組
ん
で
の
押
し
入
り
は
禁
じ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
彼
ら
の
行

為
は
、
法
律
違
反
な
の
で
あ
り
、
反
逆
者
と
し
て
扱
わ
れ
て
も
良
い
と
い
う
見
方
も
あ
っ
た
の
で
あ

る
。
現
に
赤
穂
浪
士
は
赦
免
さ
れ
る
こ
と
な
く
、
切
腹
を
言
い
渡
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
裁
決
に
至
る

ま
で
、
幕
府
の
有
力
者
間
で
の
議
論
は
混
乱
を
極
め
た
と
言
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
当
時
の
将
軍
側
用

人
で
あ
っ
た
柳
沢
吉
保
は
儒
家
の
荻
生
徂
徠
に
討
入
の
裁
決
に
関
す
る
提
言
を
求
め
た
。
こ
れ
に
対

し
徂
徠
は
、
公
儀
の
許
し
も
得
ず
に
み
だ
り
に
騒
動
を
企
て
た
点
を
法
的
に
見
逃
す
わ
け
に
は
い
か

な
い
と
い
う
意
の
法
理
論
を
述
べ
て
い
る
（
3
）。
将
軍
徳
川
綱
吉
は
、
統
治
者
と
し
て
こ
の
意
見
を
採
用

し
た
。
法
に
背
い
た
赤
穂
浪
士
は
死
罪
、
し
か
し
同
情
で
き
る
面
も
あ
る
た
め
打
ち
首
で
は
な
く
、

武
士
ら
し
く
切
腹
と
い
う
裁
決
で
あ
る
。
幕
府
の
判
断
に
揺
れ
が
生
じ
た
の
は
、
赤
穂
浪
士
の
討
入

を
仇
討
で
あ
る
と
認
め
、
武
士
と
し
て
の
名
誉
を
維
持
し
な
が
ら
、
一
方
で
は
公
の
刑
法
を
成
立
さ

せ
る
必
要
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
徂
徠
の
意
見
を
取
り
入
れ
て
幕
府
が
下
し
た
の
は
、
武
士
が
長

年
培
っ
て
き
た
封
建
的
な
倫
理
と
幕
府
に
よ
っ
て
制
度
化
さ
れ
た
国
家
的
な
秩
序
と
を
和
解
さ
せ
る

方
法
と
し
て
の
、
武
士
道
に
従
っ
た
切
腹
と
い
う
裁
決
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
赤
穂
浪
士
を
死
罪
と

し
た
こ
と
は
、
世
論
か
ら
強
い
反
発
を
受
け
る
。
そ
し
て
儒
学
者
間
で
は
い
つ
ま
で
も
赤
穂
浪
士
の

「
義
」
を
め
ぐ
る
論
争
が
続
く
。
討
入
は
「
義
」
で
は
な
い
と
さ
れ
、
そ
れ
に
応
じ
て
赤
穂
浪
士
は

切
腹
に
な
っ
た
の
だ
が
、
そ
れ
に
も
関
わ
ら
ず
一
般
民
衆
の
間
で
は
彼
ら
の
行
い
が
「
義
」
で
あ
り
、

彼
ら
を
義
士
で
あ
る
と
す
る
評
価
は
揺
る
が
な
か
っ
た
。
赤
穂
事
件
は
、
浅
野
の
殿
中
刃
傷
が
あ
っ

て
か
ら
一
年
後
、
ま
だ
討
入
が
行
わ
れ
て
い
な
い
時
点
に
お
い
て
既
に
注
目
さ
れ
、
劇
化
さ
れ
て
い

た
。
そ
の
後
何
十
年
に
も
渡
っ
て
多
数
の
義
士
劇
が
生
み
出
さ
れ
て
い
く
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
の

基
調
は
浅
野
へ
の
同
情
、
即
日
切
腹
を
命
じ
た
幕
府
へ
の
批
判
、
そ
し
て
遺
臣
た
ち
へ
の
期
待
、
仇

討
へ
の
賛
美
で
あ
っ
た
。
こ
れ
ら
の
義
士
劇
を
「
忠
臣
蔵
」
と
総
称
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、『
仮

名
手
本
忠
臣
蔵
』
が
き
っ
か
け
で
あ
る
。「
忠
臣
蔵
」
と
は
、
忠
臣
た
ち
の
物
語
を
集
め
た
も
の
と

赤
穂
浪
士
の
評
価
に
見
る
日
本
人
の
「
義
」
に
つ
い
て
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小
林　

赤
穂
浪
士
の
評
価
に
見
る
日
本
人
の
「
義
」
に
つ
い
て

い
う
意
味
で
あ
り
、「
仮
名
手
本
」
に
は
忠
義
の
手
本
と
い
う
意
味
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
（
4
）。

儒
学
者

間
で
は
、
赤
穂
浪
士
が
「
義
」
で
あ
る
か
否
か
、
何
年
に
も
渡
っ
て
論
じ
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、

そ
う
い
っ
た
理
論
的
な
価
値
観
を
介
し
な
い
一
般
民
衆
の
感
情
に
お
い
て
は
、
赤
穂
浪
士
は
「
義
士
」

で
あ
る
と
い
う
立
場
が
一
貫
し
て
い
た
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ
う
。
つ
ま
り
世
論
に
お
い
て
は
、
法
を

犯
す
と
い
う
大
罪
を
覆
し
て
ま
で
も
、
彼
ら
を
正
し
い
と
す
る
。
そ
れ
で
は
、
我
々
は
何
を
も
っ
て

赤
穂
浪
士
を
「
義
」
で
あ
る
と
し
て
い
る
の
か
。

勝
部
真
長
は
こ
の
問
題
を
、
一
般
民
衆
に
お
け
る
儒
教
的
価
値
観
の
受
容
に
関
連
づ
け
て
論
じ
て

い
る
（
5
）。

勝
部
に
よ
れ
ば
、
江
戸
時
代
に
発
達
し
た
同
じ
儒
学
の
な
か
で
も
「
荻
生
徂
徠
の
主
張
す
る

シ
ナ
風
の
儒
学
」
の
系
統
と
「
山
鹿
素
行
の
主
張
す
る
日
本
化
さ
れ
た
儒
学
」
の
系
統
と
が
あ
る
。

前
者
は
「
堂
々
た
る
天
下
の
大
道
を
い
く
義
と
し
て
の
責
任
倫
理
」
を
説
く
一
方
、
後
者
は
「
血
縁

的
、
な
い
し
擬
血
縁
的
な
、
日
本
的
集
団
の
情
義
に
も
と
づ
く
心
情
倫
理
」
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
心
情
倫
理
は
す
で
に
「
素
朴
な
モ
ラ
ル
」
と
し
て
廃
れ
か
か
っ
て
お
り
、
こ
れ
に

も
と
づ
く
赤
穂
浪
士
の
行
動
は
、「
利
害
打
算
で
動
く
功
利
的
な
風
潮
」
で
あ
っ
た
元
禄
の
世
に
お

い
て
は
「
ま
っ
た
く
異
質
な
、
時
代
離
れ
の
し
た
、
古
風
な
モ
ラ
ル
」
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、「
一

般
世
論
は
、
滔
滔
と
し
て
心
情
倫
理
を
支
持
」
し
た
。
勝
部
は
こ
の
理
由
に
つ
い
て
、
世
論
は
「
理

屈
の
上
で
の
「
義
」
と
か
「
不
義
」
を
超
え
て
、
善
く
も
悪
く
も
自
分
を
可
愛
が
っ
て
く
れ
た
主
君

な
り
、
親
な
り
の
遺
志
を
つ
ぎ
、
そ
の
無
念
を
は
ら
す
と
い
う
仇
討
ち
を
賛
美
す
る
方
向
に
流
れ
た
」

と
説
明
し
て
い
る
。

で
は
、
こ
こ
で
い
う
「
日
本
的
集
団
の
情
義
に
も
と
づ
く
心
情
倫
理
」
と
は
ど
の
よ
う
な
も
の
か
。

和
辻
哲
郎
は
こ
の
よ
う
な
赤
穂
浪
士
へ
の
一
般
民
衆
の
共
感
を
、
主
君
の
た
め
に
命
を
捨
て
る
こ
と

を
眼
目
と
す
る
古
い
武
士
道
と
、
仁
義
の
実
現
を
眼
目
と
す
る
新
し
い
士
道
の
衝
突
に
着
目
し
て
説

明
す
る
（
6
）。
全
国
規
模
で
の
武
士
社
会
の
形
成
は
、
戦
国
時
代
以
来
受
け
継
が
れ
成
熟
し
て
き
た
武
士

同
士
の
堅
固
な
主
従
関
係
に
基
づ
い
て
い
る
。
こ
れ
は
元
来
「
戦
国
の
世
の
中
で
生
れ
た
恩
愛
と
献

身
に
由
来
す
る
情
誼
的
な
関
係
」
で
あ
っ
た
が
、
徳
川
幕
府
は
こ
の
道
義
心
に
理
論
的
な
拠
り
ど
こ

ろ
を
与
え
る
た
め
に
儒
教
に
よ
る
文
教
政
策
を
施
し
た
。
そ
の
た
め
江
戸
時
代
中
期
に
は
、
す
で
に

そ
れ
ま
で
の
「
武
者
の
習
い
」
と
呼
ば
れ
る
古
い
武
士
道
か
ら
、
儒
教
的
な
士
大
夫
の
道
へ
と
武
士

の
あ
り
方
が
変
遷
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
一
方
で
赤
穂
事
件
へ
の
人
々
の
反
応
は
、
一
般
的
に
武
士

道
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
た
の
が
、
む
し
ろ
昔
風
の
武
士
道
で
あ
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
和
辻
は

こ
の
こ
と
を
、
ま
ず
井
原
西
鶴
の
『
武
道
伝
来
記
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
論
証
す
る
。『
武
道
伝
来
記
』

か
ら
は
、
武
士
の
仇
討
が
い
か
に
意
味
あ
る
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
た
か
が
読
み
取
れ
る
。
こ

の
考
察
に
お
い
て
重
要
と
な
る
の
は
、
西
鶴
の
描
く
仇
討
は
基
本
的
に
「
果
た
し
合
い
の
原
因
が
き

わ
め
て
些
細
な
喧
嘩
に
過
ぎ
な
い
」
と
い
う
こ
と
、
そ
し
て
「
殺
さ
れ
た
親
や
兄
の
敵
を
討
つ
と
い

う
こ
と
が
、
そ
の
親
や
兄
の
殺
さ
れ
た
理
由
と
無
関
係
に
、
そ
れ
自
身
に
意
義
を
持
っ
て
い
る
こ
と
」

の
二
点
で
あ
る
。
第
一
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
ご
く
些
細
な
喧
嘩
が
武
士
た
ち
を
果
た
し
合
い
に
駆

り
立
て
て
お
り
、
さ
ら
に
そ
の
果
し
合
い
の
結
果
が
い
つ
も
重
大
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

こ
れ
は
つ
ま
り
「
西
鶴
が
力
を
入
れ
て
描
い
て
い
る
の
は
、
ど
う
い
う
原
因
に
も
し
ろ
、
と
に
か
く

争
闘
が
始
ま
っ
て
か
ら
の
武
士
の
態
度
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
名
の
た
め
に
惜

し
げ
も
な
く
命
を
捨
て
る
と
い
う
気
概
」
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
侮
辱
の
言
葉
に
た
だ
腹
を
立
て
て

刀
を
抜
く
の
で
は
な
く
、
お
の
れ
自
身
の
命
を
投
げ
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
武
士
道
に
か
な
う
態
度
と

な
る
。
第
二
の
問
題
は
「
武
士
の
子
と
し
て
、
敵
討
ち
は
絶
対
的
な
義
務
で
あ
っ
て
避
け
る
こ
と
を

許
さ
れ
な
い
」
こ
と
を
示
す
も
の
で
あ
り
、
親
の
仇
討
が
い
か
に
重
ん
ぜ
ら
れ
て
い
た
か
を
論
証
す

る
。
そ
し
て
西
鶴
の
物
語
に
お
け
る
武
士
た
ち
は
、「
ほ
と
ん
ど
無
意
義
な
争
い
で
敵
討
ち
を
ひ
き

お
こ
し
、
そ
う
し
て
そ
の
敵
討
ち
が
武
士
の
絶
対
的
な
義
務
」
で
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

和
辻
は
、
こ
の
論
理
と
赤
穂
事
件
の
評
価
と
を
関
連
付
け
、
こ
の
よ
う
な
昔
風
の
武
士
道
の
形
が

世
間
一
般
に
広
ま
っ
て
い
た
た
め
に
、
民
衆
た
ち
は
直
ち
に
赤
穂
事
件
を
仇
討
事
件
と
受
け
取
っ
て

賛
美
し
た
と
論
じ
る
。
つ
ま
り
、
浅
野
の
行
動
は
「
侮
辱
の
言
葉
に
対
し
て
直
ち
に
刀
を
抜
く
の
は
、

い
か
に
も
軽
率
」
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
武
士
た
る
も
の
の
態
度
で
あ
り
、
そ
の
後
の
赤
穂
浪
士
の

行
動
も
「
そ
の
親
や
兄
の
殺
さ
れ
た
理
由
と
無
関
係
に
、
そ
れ
自
身
に
意
義
を
持
つ
」
仇
討
な
の
で

あ
る
。
さ
ら
に
和
辻
は
、
一
般
民
衆
の
赤
穂
事
件
へ
の
評
価
を
検
討
す
る
に
あ
た
り
、
先
述
の
『
堀

内
伝
右
衛
門
覚
書
』
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
の
『
覚
書
』
は
「
赤
穂
義
士
に
対
す
る
賞
賛
の
声
が
社

会
の
最
下
層
に
ま
で
行
き
わ
た
っ
て
い
る
こ
と
を
報
告
」
し
て
お
り
、
し
か
も
「
義
経
記
の
伝
統
の

下
に
こ
の
敵
討
ち
事
件
を
理
解
」
す
る
形
を
取
っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
「
当
時
の
一
般
世
人
が
、
同

じ
よ
う
に
義
経
記
や
曾
我
物
語
の
伝
統
の
下
に
、
こ
の
敵
討
ち
を
義
挙
と
し
て
礼
賛
し
た
こ
と
も
明

ら
か
」
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
こ
う
い
っ
た
考
察
に
よ
り
、
和
辻
は
、
当
時
奨
励
さ
れ
て
い
た
儒

学
に
基
づ
く
い
わ
ゆ
る
「
士
道
観
」
と
は
異
な
る
昔
風
の
「
武
士
道
観
」
が
一
般
民
衆
の
間
に
は
定

着
し
て
い
た
と
す
る
。
幕
府
の
体
制
に
よ
り
次
第
に
官
僚
化
し
て
い
っ
た
武
士
た
ち
の
一
方
で
、
一

般
民
衆
の
理
想
と
す
る
武
士
像
は
戦
国
期
に
生
き
て
い
た
戦
闘
者
と
し
て
の
武
士
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
に
な
る
。
こ
う
い
っ
た
昔
風
の
武
士
道
で
は
、
何
よ
り
も
家
中
の
主
従
関
係
が
優
先
さ
れ
る
た

め
、
赤
穂
事
件
の
問
題
に
お
い
て
も
、
こ
の
道
義
に
従
っ
て
正
し
い
と
さ
れ
る
。
し
か
し
当
時
の
政

治
体
制
を
鑑
み
る
と
、
そ
れ
は
国
家
の
立
場
に
優
先
し
得
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
観
点
か
ら
導
き
出
さ
れ
た
和
辻
の
結
論
は
、
討
入
が
「
義
挙
」
と
し
て
絶
賛
さ
れ

た
よ
う
に
、
世
間
の
人
気
で
は
古
い
武
士
道
が
勝
っ
た
の
だ
が
、
実
際
の
社
会
的
事
情
は
新
し
い
士
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道
が
支
配
し
て
い
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
は
、
現
在
の
赤
穂
浪
士
へ
の
一
般
的
な
評

価
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
当
時
考
え
ら
れ
て
い
た
「
義
」
の
理
念
と
は
特
に
武
士
階
級
に
お
い
て
主
従

関
係
を
支
え
る
も
の
で
あ
り
、
万
一
そ
れ
が
天
下
の
秩
序
で
あ
る
「
法
」
と
矛
盾
・
対
立
す
る
場
合
、

幕
府
は
「
義
」
を
あ
く
ま
で
「
私
」
の
論
理
に
過
ぎ
な
い
と
し
て
否
定
し
、
罰
す
る
と
い
う
こ
と
が

認
識
せ
ら
れ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
（
7
）。

こ
の
よ
う
に
赤
穂
事
件
の
評
価
に
つ
い
て
、「
士
道
」
と
「
武
士
道
」
の
衝
突
と
い
う
問
題
か
ら

説
明
す
る
方
法
は
源
了
圓
に
も
見
ら
れ
る
（
8
）。

し
か
し
源
の
場
合
、
赤
穂
浪
士
の
行
動
の
慎
重
さ
に
着

目
し
、
そ
れ
を
「
士
道
」
に
則
す
る
も
の
と
捉
え
る
。
源
は
ま
ず
「
赤
穂
浪
士
事
件
は
、
主
を
討
た

れ
た
武
士
の
劇
場
的
な
復
讐
の
事
件
で
は
な
い
」
と
し
、
そ
の
思
想
と
行
為
の
背
景
に
は
「
山
鹿
素

行
の
兵
学
と
「
士
道
」
が
あ
っ
た
」
と
す
る
。
そ
し
て
赤
穂
浪
士
の
討
入
は
「
『
葉
隠
』
に
象
徴
さ

れ
る
在
来
の
戦
国
的
武
士
道
に
た
い
す
る
ひ
と
つ
の
挑
戦
で
も
あ
っ
た
」
と
論
じ
る
。
こ
れ
は
、「
士

道
」
に
も
と
づ
く
行
動
が
武
士
の
倫
理
と
し
て
認
め
ら
れ
る
か
と
い
う
意
味
で
の
「
挑
戦
」
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
こ
こ
で
も
一
般
的
な
武
士
の
イ
メ
ー
ジ
が
昔
風
の
武
士
道
で
あ
る
こ
と
を
念
頭
に
お
い
て

い
る
と
分
か
る
。
し
か
し
源
に
よ
れ
ば
、
赤
穂
浪
士
は
あ
く
ま
で
「
士
道
」
の
立
場
を
取
っ
て
い
る

の
で
あ
り
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
な
ど
の
町
人
文
芸
は
、
昔
風
武
士
道
の
支
配
に
よ
り
形
成
さ
れ

た
「
庶
民
の
「
忠
臣
蔵
」
像
」
に
す
ぎ
な
い
。

以
上
の
よ
う
に
、
赤
穂
事
件
を
「
忠
臣
蔵
」
と
し
て
成
立
さ
せ
、
赤
穂
浪
士
を
義
士
と
し
て
賛
美

さ
れ
る
存
在
に
な
ら
し
め
た
の
は
、
一
般
民
衆
に
よ
る
昔
風
の
武
士
道
へ
の
共
感
で
あ
り
、
そ
れ

は
当
時
の
武
士
の
倫
理
観
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
赤
穂
事
件
は
武
士
が

引
き
起
こ
し
た
事
件
で
あ
る
が
、
幕
府
が
正
統
と
す
る
武
士
の
倫
理
か
ら
す
れ
ば
否
定
的
な
も
の
で

あ
っ
た
。
そ
れ
を
わ
ざ
わ
ざ
評
価
を
逆
転
し
た
形
の
物
語
に
し
た
と
こ
ろ
に
、
武
士
た
ち
と
違
っ
た

町
人
の
価
値
観
が
あ
る
と
す
る
の
が
従
来
の
見
解
で
あ
る
。
要
す
る
に
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
な
ど

の
町
人
文
芸
は
、
武
士
の
倫
理
と
は
無
関
係
で
あ
り
、
あ
く
ま
で
も
一
般
民
衆
の
価
値
観
か
ら
生
ま

れ
た
も
の
と
す
る
の
で
あ
る
。
家
永
三
郎
は
江
戸
時
代
町
人
文
芸
の
作
家
た
ち
を
評
し
て
「
庶
民
的

倫
理
の
明
確
な
体
得
者
た
ち
」
で
あ
っ
た
と
す
る
（
9
）。
彼
ら
は
、
一
般
民
衆
の
生
活
に
深
く
浸
透
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
こ
に
流
れ
る
一
般
民
衆
独
自
の
倫
理
感
情
を
把
握
し
て
描
き
出
し
た
た
め
で
あ

る
。
家
永
に
よ
れ
ば
、
一
般
民
衆
の
倫
理
は
決
し
て
支
配
者
的
立
場
で
あ
る
武
士
階
級
か
ら
強
制
さ

れ
る
封
建
道
徳
を
真
っ
向
か
ら
否
認
す
る
よ
う
な
性
格
の
も
の
で
は
な
い
が
、
か
と
言
っ
て
彼
ら
の

生
活
に
は
封
建
秩
序
は
必
然
的
に
結
び
つ
い
て
い
な
い
た
め
、
そ
こ
に
封
建
道
徳
と
必
ず
し
も
一
致

し
な
い
規
範
意
識
の
成
立
す
る
余
地
が
あ
っ
た
。
さ
ら
に
家
永
は
、
必
ず
し
も
封
建
組
織
の
維
持
を

必
要
と
し
な
い
一
般
民
衆
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ
う
な
道
徳
へ
の
随
順
は
自
発
的
に
選
ぶ
よ
う
な
道

で
は
な
く
、
一
般
民
衆
の
生
活
か
ら
自
ず
と
醸
成
さ
れ
る
人
倫
意
識
は
著
し
く
異
な
る
内
容
を
持
っ

て
い
た
と
し
て
い
る
。

し
か
し
問
題
は
、
赤
穂
浪
士
を
「
義
」
と
し
、
彼
ら
を
賛
美
す
る
風
潮
は
当
時
の
一
般
民
衆
の
層

だ
け
で
は
な
く
武
士
を
含
め
た
全
国
民
に
広
が
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
傾
向

は
時
代
を
越
え
て
現
代
に
至
る
ま
で
続
い
て
い
る
と
言
っ
て
良
い
）
10
（

。
和
辻
の
言
う
戦
国
の
世
で
生
れ

た
情
誼
的
な
関
係
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
武
士
の
社
会
を
成
り
立
た
せ
て
い
た
封
建
道
徳
は
、
現
在

の
我
々
に
お
け
る
人
倫
意
識
の
形
成
と
直
接
的
に
関
係
し
て
は
い
な
い
。
む
し
ろ
、
そ
う
い
っ
た
道

徳
は
過
去
の
遺
物
と
考
え
る
方
が
自
然
で
あ
る
。
そ
れ
で
も
、
家
永
の
言
う
よ
う
な
著
し
く
異
な
る

価
値
観
と
し
て
捨
て
置
か
れ
る
こ
と
は
な
く
、
赤
穂
浪
士
の
「
義
」
は
共
感
さ
れ
、
そ
れ
を
正
し
い

行
い
で
あ
る
と
す
る
価
値
観
は
そ
の
ま
ま
受
け
継
が
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
行
為
が
違
法

で
あ
っ
た
こ
と
は
度
外
視
し
て
、
我
々
は
彼
ら
が
正
義
の
士
で
あ
っ
た
と
判
断
す
る
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
に
考
え
る
と
、
赤
穂
浪
士
を
「
義
」
と
賛
美
す
る
価
値
観
は
武
士
や
一
般
民
衆
と
い
う
階
級

に
よ
る
意
識
の
違
い
を
越
え
て
日
本
人
に
備
わ
っ
て
い
る
も
の
と
す
べ
き
な
の
で
は
な
い
か
。

以
上
の
点
に
着
目
し
、
赤
穂
浪
士
を
「
義
」
で
あ
る
と
す
る
価
値
観
の
思
想
的
背
景
に
つ
い
て
考

え
る
。
そ
し
て
そ
れ
を
前
提
と
し
て
、
日
本
人
が
共
通
し
て
持
つ
価
値
観
と
し
て
の
「
義
」
の
意
味

を
再
検
討
す
る
こ
と
が
本
論
の
目
的
で
あ
る
。

第
一
章　

赤
穂
浪
士
の
記
録
に
見
る
「
義
」

（
一
）　

討
入
の
名
目
と
し
て
の
「
義
」

江
戸
城
で
の
刃
傷
か
ら
赤
穂
浪
士
の
討
入
と
い
う
一
連
の
事
件
に
つ
い
て
は
様
々
な
噂
や
論
争
が

巻
き
起
こ
っ
て
い
た
の
だ
が
、
当
の
赤
穂
浪
士
ら
は
自
身
の
行
為
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い

た
の
で
あ
ろ
う
か
。
赤
穂
浪
士
が
ど
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
討
入
を
行
っ
た
か
に
関
す
る
代
表
的

な
文
書
が
『
浅
野
内
匠
家
来
口
上
』
）
11
（

で
あ
る
。
こ
れ
は
、
吉
良
邸
討
入
に
関
し
て
の
趣
意
書
で
あ
り
、

吉
良
を
討
つ
こ
と
の
名
目
を
、
幕
府
を
は
じ
め
広
く
一
般
に
伝
え
る
目
的
で
作
成
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
文
書
で
は
、
ま
ず
「
内
匠
儀
伝
奏
御
馳
走
の
儀
に
付
き
吉
良
上
野
介
殿
へ
意
趣
を
含
み
罷
り
在
り

候
処
、
御
殿
中
に
於
て
当
座
遁
が
れ
難
き
儀
御
座
候
か
刃
傷
に
及
び
候
」
と
し
て
、
浅
野
が
吉
良
に

切
り
掛
か
っ
た
の
は
意
趣
が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
と
主
張
さ
れ
る
。
そ
れ
は
確
か
に
「
時
節
場
所
を
弁

ま
へ
ざ
る
の
働
き
調
法
至
極
」
で
は
あ
っ
た
が
、
浅
野
が
意
趣
を
持
っ
て
い
る
限
り
そ
れ
は
喧
嘩
で

あ
る
。
さ
ら
に
そ
の
喧
嘩
を
遮
ら
れ
、
吉
良
を
討
ち
留
め
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
が
浅
野
の
「
末
期
残

念
の
心
底
」
で
あ
り
「
家
来
共
忍
び
難
き
仕
合
わ
せ
に
御
座
候
」
と
述
べ
る
。
こ
の
た
め
、「
君
父
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赤
穂
浪
士
の
評
価
に
見
る
日
本
人
の
「
義
」
に
つ
い
て

の
讐
共
に
天
を
戴
く
べ
か
ら
ざ
る
の
儀
黙
止
が
た
」
い
と
し
、
彼
ら
の
討
入
の
目
的
は
「
偏
え
に
亡

主
の
意
趣
を
継
ぐ
志
」
で
あ
る
と
の
決
意
表
明
を
行
っ
て
い
る
。
こ
こ
で
は
特
に
、
喧
嘩
両
成
敗
と

い
う
武
士
の
法
が
守
ら
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
主
君
浅
野
の
意
趣
が
残
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
問
題
と
し
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
主
君
の
讐
は
我
々
の
讐
、
吉
良
邸
へ
討
ち
入
る
こ
と
は
仇
討
で

あ
る
と
説
明
す
る
。

喧
嘩
両
成
敗
法
で
は
相
争
う
当
事
者
の
理
非
は
問
わ
ず
に
同
罪
と
す
る
。
こ
れ
は
戦
国
の
通
法
、

天
下
の
大
法
と
称
せ
ら
れ
、
武
断
政
治
上
の
代
表
的
な
法
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
徳
川
政
権
確
立
以

降
は
、
世
の
中
は
あ
る
程
度
の
平
和
が
維
持
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
い
っ
た
法
に
よ
る
予
防
の
必
要
性

は
以
前
よ
り
も
少
な
く
な
っ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
武
家
諸
法
度
が
喧
嘩
口
論
禁
止
を
目
的
と
す
る

法
規
定
を
お
い
た
の
は
、
わ
ず
か
に
天
和
三
年
（
一
六
八
三
）、
徳
川
綱
吉
に
よ
る
改
正
に
よ
っ
て

の
み
だ
っ
た
。
さ
ら
に
、
理
非
を
論
ぜ
ず
成
敗
さ
れ
る
こ
と
が
原
則
で
あ
っ
た
喧
嘩
に
対
し
、
十
七

世
紀
半
ば
に
は
、
明
確
に
理
非
の
糾
明
を
要
求
す
る
規
定
も
現
れ
て
い
る
）
12
（

。
と
は
い
え
、
徳
川
政
権

下
で
一
般
的
で
あ
っ
た
の
は
、
喧
嘩
は
両
成
敗
に
処
せ
ら
れ
る
と
い
う
観
念
の
方
で
あ
っ
た
こ
と
は

否
定
で
き
な
い
。
赤
穂
城
明
渡
し
を
目
前
に
し
て
大
石
が
幕
府
に
提
出
し
よ
う
と
し
た
陳
情
書
に

は
、
主
君
浅
野
が
切
腹
で
あ
る
の
に
吉
良
は
お
構
い
な
し
と
い
う
の
は
「
御
法
式
之
義
者
不
弁
」、

つ
ま
り
幕
府
法
な
ど
は
知
ら
ず
武
骨
一
筋
に
生
き
る
家
臣
た
ち
を
説
得
で
き
な
い
と
い
う
旨
が
述
べ

ら
れ
て
い
る
）
13
（

。
果
た
し
て
浅
野
の
刃
傷
が
喧
嘩
で
あ
る
の
か
は
ま
た
違
っ
た
観
点
か
ら
検
討
さ
れ
ね

ば
な
ら
な
い
が
、
武
士
間
で
起
き
た
諍
い
に
関
し
て
は
、
ど
の
よ
う
な
事
情
で
あ
れ
双
方
が
罰
せ
ら

れ
る
の
が
道
理
と
考
え
る
の
が
か
な
り
一
般
的
な
受
け
取
り
方
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
）
14
（

。

（
二
）　

赤
穂
浪
士
の
書
状
に
見
る
「
義
」

次
に
、
こ
う
い
っ
た
名
目
上
の
も
の
だ
け
で
は
な
く
、
浪
士
た
ち
本
人
の
心
情
が
吐
露
さ
れ
た
書

状
に
お
い
て
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
浪
士
の
ひ
と
り
で
あ
る
大
高
源
吾
は
、
母
に
宛
て
て
、
討
入
を
行

う
こ
と
に
関
す
る
心
情
を
述
べ
た
書
簡
を
残
し
て
い
る
）
15
（

。
そ
こ
で
は
、
源
吾
の
考
え
る
「
侍
の
道
」

「
武
士
の
道
」
に
つ
い
て
非
常
に
明
白
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
討
入
計
画
の
た
め
に
江
戸

へ
下
る
こ
と
に
つ
い
て
「
一
す
じ
に
と
の
様
御
い
き
と
を
り
を
さ
ん
し
た
て
ま
つ
り　

御
家
の
御
ち

じ
ょ
く
を
す
ゝ
き
申
し
」
た
い
と
い
う
こ
と
が
目
的
で
あ
る
と
し
、
こ
れ
が
「
侍
の
道
を
も
た
て
忠

の
た
め
命
を
す
て
せ
ん
そ
の
名
を
も
あ
ら
わ
し
申
」
す
こ
と
で
あ
る
と
述
べ
る
。
さ
ら
に
、
浅
野
の

刃
傷
に
つ
い
て
は
「
殿
様
御
ら
ん
し
ん
と
も
御
座
な
く
上
野
介
殿
へ
御
い
し
ゅ
御
座
候
」、
つ
ま
り

浅
野
は
乱
心
な
ど
し
て
お
ら
ず
明
確
な
意
趣
が
あ
っ
た
の
だ
と
し
、
そ
の
た
め
吉
良
は
「
ま
さ
し
く

か
た
き
」、
討
取
る
べ
き
存
在
だ
と
主
張
す
る
。「
主
人
の
命
を
す
て
ら
れ
候
程
の
お
い
き
と
お
を
り

御
座
候
か
た
き
を
あ
ん
お
ん
に
さ
し
お
き
可
申
」
よ
う
な
こ
と
は
、
決
し
て
「
武
士
の
道
」
で
は
な

い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
遺
さ
れ
た
浪
士
た
ち
は
早
速
仇
を
討
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
考
え
で
あ

る
。
そ
し
て
、
源
吾
の
書
状
は
次
の
よ
う
に
続
く
。「
主
君
の
た
め
に
父
母
の
命
を
も
う
し
な
い
申

事
義
と
申
も
の
ゝ
や
み
か
た
き
た
め
し
に
て
候
」。
こ
こ
で
源
吾
が
「
義
と
申
す
も
の
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。
主
君
の
憤
り
を
晴
ら
そ
う
と
い
う
忠
義
は
、
父
母
の
命
を
も
顧
み
な
い

こ
と
で
は
あ
る
が
、
そ
れ
が
「
義
」
と
い
う
も
の
で
、
武
士
た
る
も
の
、
そ
う
な
る
の
は
致
し
方
な

い
こ
と
で
あ
る
と
源
吾
は
述
べ
て
い
る
。
浪
士
に
よ
っ
て
遺
さ
れ
た
代
表
的
な
文
書
の
中
で
は
、
こ

こ
に
記
さ
れ
た
内
容
が
最
も
明
確
に
彼
ら
の
「
義
」
を
説
明
す
る
も
の
で
あ
る
。
主
君
の
憤
り
を
晴

ら
そ
う
と
い
う
忠
義
は
、
父
母
の
命
を
も
顧
み
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
を
擲
っ
て
で
も｢

侍
の

道｣

「
武
士
の
道
」
を
全
う
す
る
こ
と
が
が
武
士
と
し
て
な
す
べ
き
「
義
」
な
の
で
あ
る
。

　

赤
穂
藩
の
京
都
留
守
居
役
で
あ
っ
た
小
野
寺
十
内
も
、
妻
の
た
ん
に
宛
て
て
次
の
よ
う
な
書
状
を

遺
し
て
い
る
）
16
（

。
ま
ず
、「
今
の
内
匠
殿
に
は
格
別
の
御
情
け
に
は
あ
す
か
ら
ず
候
と
も
代
々
御
主
人

く
る
め
て
百
年
の
報
恩
ま
た
は
身
ふ
し
よ
う
に
て
も
一
そ
く
日
本
国
に
多
く
候
」
と
い
う
よ
う
に
、

十
内
は
浅
野
長
矩
本
人
と
は
関
わ
り
が
深
く
は
無
か
っ
た
。
し
か
し
、
代
々
浅
野
家
に
仕
え
て
き
た

報
恩
が
あ
る
た
め
、
武
士
と
し
て
こ
の
よ
う
な
と
き
に
覚
束
な
い
態
度
を
取
っ
て
い
て
は
「
家
の

き
す
一
門
の
つ
ら
よ
こ
し
も
め
ん
も
く
な
く
候
」
と
し
、
こ
こ
で
潔
く
死
ぬ
こ
と
こ
そ
が
「
武
士
の

義
理
」
で
あ
る
と
主
張
す
る
。
ま
た
十
内
は
、「
公
儀
よ
り
い
か
様
の
御
と
か
め
に
て
た
と
え
か
は

ね
を
さ
ら
さ
れ
申
候
と
て
も　

少
し
も
恨
と
も
物
う
し
と
も
思
う
ま
し
く
候
」
と
述
べ
て
お
り
、
罪

人
と
し
て
扱
わ
れ
る
こ
と
は
覚
悟
の
上
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で
も
「
忠
義
に
死
し
た
る
か
ら
た
を
天
下

の
武
士
に
見
せ
て
人
の
心
を
励
ま
さ
ん
事
か
へ
つ
て
本
望
」
で
あ
り
、「
末
代
迄
天
下
に
名
を
の
こ

し
書
き
と
ゝ
め
ん
事
誠
の
本
望
是
れ
に
過
へ
か
ら
ず
」
と
し
、
自
ら
が
身
を
も
っ
て
示
し
た
忠
義
は

き
っ
と
末
代
ま
で
人
々
の
心
を
励
ま
す
も
の
で
あ
ろ
う
と
考
え
て
い
る
。

以
上
の
よ
う
に
、
赤
穂
浪
士
は
、
名
目
上
で
も
、
ま
た
心
情
に
お
い
て
も
、
基
本
的
に
主
君
浅
野

の
刃
傷
は
喧
嘩
で
あ
り
、
そ
れ
に
対
す
る
幕
府
の
裁
定
は
喧
嘩
両
成
敗
に
則
ら
な
い
片
落
ち
の
も
の

と
い
う
認
識
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
主
君
が
討
ち
損
じ
た
こ
と
を
無
念
に
思
っ
て
い
る
吉
良
を
敵

と
し
た
仇
討
ち
を
行
う
こ
と
が
、
自
身
ら
の
「
義
」
の
道
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る)17

(

。
こ
れ
ら

は
、
喧
嘩
両
成
敗
が
慣
習
と
し
て
生
き
て
お
り
、
仇
討
ち
が
認
め
ら
れ
て
い
た
時
代
に
お
い
て
は
、

こ
の
よ
う
な
武
士
の
生
き
方
が
正
義
で
あ
ろ
う
と
い
う
価
値
観
か
ら
の
判
断
で
あ
っ
た
。

１－４
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『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
と
義
士
の
成
立

（
一
）　

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
見
る
武
士
の
「
義
」

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
意
図
を
も
っ
て
討
入
は
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
般
民
衆
は
そ
れ
を
ど
の

よ
う
に
受
け
取
っ
た
か
が
次
の
問
題
で
あ
る
。
当
時
の
一
般
民
衆
は
、
武
士
と
は
異
な
る
価
値
観
を

持
っ
て
暮
ら
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
で
は
、
ど
う
い
っ
た
心
情
を
も
っ
て
、
民
衆
ら
は
武

士
で
あ
る
赤
穂
浪
士
に
共
感
し
た
の
か
。
こ
の
解
明
の
手
掛
か
り
と
し
て
、
次
に
赤
穂
事
件
を
「
忠

臣
蔵
」
と
し
て
定
着
さ
せ
た
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
つ
い
て
考
察
す
る
）
18
（

。『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
は
、

赤
穂
事
件
か
ら
四
十
七
年
目
に
成
立
し
て
い
る
。
そ
れ
ま
で
に
も
多
数
生
み
出
さ
れ
て
い
た
同
一
題

材
の
戯
曲
か
ら
、
最
も
好
ま
れ
た
部
分
を
主
に
取
り
上
げ
て
再
構
成
し
、
さ
ら
に
一
段
と
民
衆
の
意

向
に
沿
う
よ
う
に
練
り
上
げ
ら
れ
た
作
品
で
あ
る
。
こ
の
た
め
当
時
の
民
衆
意
識
を
反
映
す
る
も
の

と
し
て
、
こ
れ
以
上
の
も
の
は
無
い
と
考
え
ら
れ
る
）
19
（

)

。
そ
の
冒
頭
に
は
「
国
治
つ
て
よ
き
武
士
の
、

忠
も
武
勇
も
隠
る
ゝ
に
．
た
と
へ
ば
星
の
昼
見
え
ず
、
夜
は
乱
れ
て
あ
ら
は
る
ゝ
．
た
め
し
を
こ
ゝ

に
仮
名
書
き
の
太
平
の
世
の
．
ま
つ
り
ご
と
．」
と
あ
り
、
国
が
治
ま
っ
た
平
和
な
時
代
に
は
な
か

な
か
見
ら
れ
な
い
、
忠
義
や
武
勇
と
い
っ
た
武
士
の
手
本
の
よ
う
な
姿
を
書
い
た
物
語
で
あ
る
と
い

う
こ
と
が
分
か
る

物
語
は
、
殿
中
刃
傷
に
い
た
る
ま
で
の
確
執
を
描
く
場
面
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
。
浅
野
長
矩
を
モ

デ
ル
と
す
る
塩
冶
判
官
と
、
そ
の
相
役
で
あ
る
桃
井
若
狭
之
助
が
饗
応
役
と
し
て
登
場
し
、
そ
の
指

導
役
で
あ
る
高
師
直
の
指
示
を
仰
い
で
行
動
し
て
い
る
が
、
底
意
地
の
悪
い
高
師
直
は
若
狭
之
助
に

対
し
て
憎
憎
し
い
態
度
を
取
る
。
桃
井
は
、
都
の
諸
武
士
が
列
座
す
る
中
で
恥
を
か
か
さ
れ
る
こ
と

が
我
慢
な
ら
ず
、
そ
の
恥
を
そ
そ
ぐ
た
め
に
師
直
を
斬
っ
て
捨
て
る
こ
と
が
「
武
士
の
意
地
」
で
あ

る
と
考
え
る
。
そ
し
て
、
必
ず
や
師
直
を
討
つ
と
い
う
意
志
を
家
来
に
告
げ
る
。「
無
念
重
な
る
武

士
の
性
根
．
家
の
断
絶
、
奥
が
嘆
き
．
思
は
ん
に
て
は
な
け
れ
ど
も
．
師
直
一
人
討
つ
て
捨
つ
れ
ば
、

天
下
の
た
め
．
家
の
恥
辱
に
は
代
へ
ら
れ
ぬ
．」
と
、
こ
の
よ
う
な
無
念
を
重
ね
る
こ
と
は
武
士
と

し
て
の
性
根
が
許
さ
な
い
も
の
で
、
そ
の
恥
辱
は
、
お
家
の
断
絶
や
奥
方
の
悲
し
み
な
ど
を
思
っ
て

も
代
え
ら
れ
な
い
も
の
と
い
う
考
え
で
あ
っ
た
。
桃
井
は
、
武
士
と
し
て
の
面
目
を
保
つ
た
め
に
家

を
捨
て
て
で
も
師
直
を
討
つ
と
い
い
、
そ
の
家
来
も
表
面
上
は
称
賛
す
る
。
武
士
た
る
も
の
は
こ
う

あ
る
べ
き
だ
と
い
う
態
度
で
物
語
が
進
行
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

結
局
、
家
臣
の
策
謀
に
よ
り
桃
井
の
計
画
は
果
た
さ
れ
な
い
の
だ
が
、
師
直
の
悪
態
に
耐
え
か
ね

た
塩
冶
判
官
が
事
件
を
起
こ
す
こ
と
と
な
る
。
殿
中
で
刃
傷
に
及
ん
で
し
ま
っ
た
判
官
は
、
そ
れ
に

よ
っ
て
大
き
な
罰
が
下
さ
れ
る
覚
悟
は
出
来
て
い
た
と
告
白
す
る
。
そ
し
て
大
星
由
良
之
助
に
、
抱

き
と
め
ら
れ
た
こ
と
で
師
直
を
討
ち
漏
ら
し
た
無
念
を
語
る
。「
刃
傷
に
お
よ
び
し
よ
り
．
か
く
あ

ら
ん
と
は
か
ね
て
の
覚
悟
．
恨
む
ら
く
は
館
に
て
．
加
古
川
本
蔵
に
抱
き
留
め
ら
れ
．
師
直
を
討

ち
洩
し
、
無
念
．
骨
髄
に
通
つ
て
忘
れ
が
た
し
．」
と
述
べ
、
さ
ら
に
切
腹
の
直
前
に
は
、
鬱
憤
を

晴
ら
し
て
く
れ
る
よ
う
に
と
大
星
に
刀
を
託
す
の
で
あ
る
。
こ
の
場
面
は
、「
判
官
の
末
期
の
一
句
、

五
臓
六
腑
に
し
み
わ
た
り
．
さ
て
こ
そ
末
世
に
大
星
が
．
忠
臣
、
義
心
の
名
を
あ
げ
し
、
根
ざ
し
は
．

か
く
と
知
ら
れ
け
り
．」
と
し
て
、
判
官
の
こ
の
一
言
こ
そ
が
、
末
世
の
こ
の
世
に
大
星
ら
が
忠
臣
、

義
心
を
持
っ
た
者
た
ち
と
の
名
を
あ
げ
る
大
本
で
あ
っ
た
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
遺
さ
れ
た
浪
士

た
ち
は
、
師
直
を
討
ち
取
る
こ
と
を
望
む
者
、
屋
敷
を
枕
に
討
死
を
望
む
者
、
屋
敷
を
明
渡
し
て
浪

人
に
な
ろ
う
と
い
う
者
の
三
者
に
分
か
れ
る
。
や
が
て
殉
死
を
望
ん
で
い
た
者
も
判
官
の
無
念
を

思
っ
て
仇
討
ち
に
加
わ
っ
て
義
士
と
な
り
、
加
わ
ら
ず
に
去
っ
た
者
た
ち
は
「
義
」
を
達
成
で
き
な

か
っ
た
者
と
し
て
描
か
れ
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
お
け
る
武
士
の
理
想
の
姿
と
は
、
個
人
的
な
利
欲
は
も

ち
ろ
ん
私
情
も
捨
て
て
武
士
ら
し
く
生
き
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
塩
冶
の
浪
士
ら
は
、
主
君
の
遺

言
を
受
け
て
、
命
を
賭
し
て
高
師
直
邸
へ
討
ち
入
る
こ
と
を
決
意
し
た
。
浪
士
ら
に
は
親
も
妻
も
子

供
も
居
た
だ
ろ
う
。
別
れ
を
惜
し
ん
で
涙
を
誘
う
よ
う
な
描
写
は
無
く
、
む
し
ろ
そ
の
よ
う
な
犠
牲

な
ど
当
然
か
の
よ
う
な
態
度
で
あ
る
。
し
か
し
、
描
か
れ
て
い
な
い
だ
け
で
家
族
を
捨
て
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
い
う
犠
牲
の
大
き
さ
は
計
り
知
れ
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
彼
ら
に
と
っ
て
は
、
そ
の
よ

う
な
犠
牲
を
払
っ
て
で
も
遺
志
を
継
ぐ
こ
と
が
、
主
君
へ
の
忠
義
で
あ
り
武
士
と
し
て
の
名
誉
を
保

つ
こ
と
で
も
あ
っ
た
。（

二
）　

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
見
る
一
般
民
衆
の
「
義
」

こ
の
物
語
に
描
か
れ
て
い
る
の
は
武
士
の
姿
だ
け
に
は
留
ま
ら
な
い
。
む
し
ろ
、
武
士
と
し
て
の

忠
義
を
全
う
し
よ
う
と
す
る
浪
士
を
支
え
る
、
民
衆
の
姿
が
非
常
に
生
き
生
き
と
描
か
れ
て
い
る
。

例
え
ば
、「
忠
臣
蔵
」
の
中
で
も
一
躍
人
気
の
登
場
人
物
で
あ
る
早
野
勘
平
の
妻
お
軽
、
そ
し
て
そ

の
義
父
に
あ
た
る
与
市
兵
衛
は
、
農
民
の
出
で
あ
る
が
、
浪
人
と
な
っ
た
勘
平
が
義
士
と
な
る
こ
と

が
で
き
る
よ
う
に
あ
ら
ゆ
る
犠
牲
を
払
う
。
勘
平
が
主
君
の
仇
を
討
つ
た
め
の
義
盟
に
参
加
す
る
に

は
、
金
が
必
要
だ
と
知
っ
た
お
軽
と
与
市
兵
衛
は
、
わ
ず
か
な
田
地
も
手
放
す
覚
悟
で
あ
り
、
さ
ら

に
は
お
軽
を
祗
園
の
遊
女
勤
め
に
売
り
に
出
し
て
ま
で
、
そ
の
金
を
工
面
す
る
。
そ
れ
は
「
何
と
ぞ

し
て
も
と
の
武
士
に
し
て
進
ぜ
た
い
〳
〵
」
と
思
う
一
心
で
あ
る
。
彼
ら
は
、
勘
平
に
武
士
の
面
目

を
立
た
せ
る
た
め
に
は
犠
牲
を
惜
し
ま
な
か
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

こ
れ
は
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
ま
ず
、
武
士
と
し
て
の
忠
義
を
実
現
し
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赤
穂
浪
士
の
評
価
に
見
る
日
本
人
の
「
義
」
に
つ
い
て

よ
う
と
す
る
勘
平
が
居
る
。
そ
し
て
お
軽
は
妻
と
し
て
、
ま
た
お
軽
の
両
親
は
義
父
母
と
し
て
勘
平

に
対
し
て
犠
牲
を
払
お
う
と
す
る
。
与
市
兵
衛
は
「
ま
さ
か
の
時
は
切
り
取
り
す
る
の
も
侍
の
な
ら

ひ
．」、
つ
ま
り
武
士
は
ま
さ
か
の
時
な
ら
ば
強
盗
を
す
る
の
も
習
い
だ
と
い
う
一
節
を
持
ち
出
し
、

そ
れ
な
ら
ば
「
女
房
売
つ
て
も
恥
に
は
な
ら
ぬ
．
お
主
の
役
に
立
つ
る
金
．
調
へ
て
お
ま
し
た
ら
、

ま
ん
ざ
ら
腹
も
立
つ
ま
い
と
．」
と
い
う
考
え
で
、
お
軽
を
売
る
決
心
を
し
た
。
武
士
が
主
君
の
た

め
な
ら
自
分
の
命
を
も
犠
牲
に
す
る
の
と
同
様
に
、
お
軽
は
愛
す
る
夫
の
た
め
、
与
市
兵
衛
ら
は
愛

す
る
娘
そ
し
て
そ
の
婿
、
つ
ま
り
義
理
の
息
子
の
た
め
の
犠
牲
を
払
っ
た
の
で
あ
る
。
主
君
の
た
め

に
命
を
賭
し
て
奉
公
す
る
と
い
う
、
武
士
特
有
と
考
え
ら
れ
て
い
た
忠
義
の
精
神
に
、
民
衆
が
共
感

し
、
ま
た
自
身
も
同
様
の
価
値
観
で
行
動
し
よ
う
と
す
る
様
が
こ
こ
で
見
ら
れ
る
。

さ
ら
に
注
目
す
べ
き
例
は
、
物
語
終
盤
で
登
場
す
る
商
人
、
天
河
屋
義
平
の
大
立
ち
回
り
で
あ
る
。

天
河
屋
は
堺
の
大
商
人
で
、「
金
か
ら
金
を
儲
け
溜
め
．
見
か
け
は
軽
く
、
内
証
は
重
い
暮
ら
し
に
」

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、
か
な
り
の
豪
商
で
あ
る
こ
と
が
う
か
が
え
る
。
大
星
は
、「
天
河
屋
の
義
平

は
．
武
士
も
及
ば
ぬ
男
気
な
者
．」
と
見
込
ん
で
、
こ
の
義
平
に
討
入
道
具
の
手
配
を
一
切
任
せ
て

い
た
。
頼
ま
れ
た
義
平
も
、
ど
こ
か
ら
も
計
略
が
漏
れ
ぬ
よ
う
に
と
女
房
を
里
親
へ
帰
し
、
召
し
使

い
ら
に
も
次
々
難
癖
を
つ
け
て
暇
を
出
す
ほ
ど
の
周
到
さ
で
あ
る
。
し
か
し
大
星
は
念
に
は
念
を
入

れ
、
こ
の
義
平
を
罠
に
か
け
て
志
を
試
そ
う
と
す
る
。
時
は
す
で
に
討
入
直
前
で
あ
る
。
大
星
に
頼

ま
れ
て
武
具
を
買
い
調
え
た
か
ど
で
拷
問
に
か
け
よ
と
の
上
意
を
も
っ
て
、
義
平
の
も
と
に
捕
り
手

が
現
れ
る
。
当
然
な
が
ら
義
平
は
知
ら
ぬ
振
り
を
す
る
の
だ
が
、
捕
り
手
ら
は
夕
方
に
す
で
に
運
ん

だ
は
ず
の
長
持
を
持
ち
出
し
て
争
わ
れ
ぬ
証
拠
だ
と
迫
る
。
さ
す
が
に
心
も
う
つ
ろ
だ
っ
た
が
、
捕

り
手
が
長
持
を
開
け
よ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
飛
び
か
か
り
、
中
身
が
見
ら
れ
ぬ
よ
う
に
蓋
の
上
に

ど
っ
か
と
座
る
。
そ
し
て
、
こ
れ
は
断
じ
て
武
具
な
ど
で
は
な
く
、
さ
る
大
名
の
奥
方
に
頼
ま
れ
た

品
々
で
あ
る
か
ら
、
開
け
る
こ
と
な
ど
決
し
て
で
き
な
い
と
方
便
を
述
べ
る
。
こ
の
態
度
に
、
大
抵

の
こ
と
で
は
白
状
せ
ぬ
と
判
断
し
た
捕
り
手
は
義
平
の
息
子
を
人
質
に
取
り
、
真
実
を
言
わ
ね
ば
息

子
の
身
の
上
が
ど
う
な
る
か
と
脅
す
。
そ
れ
で
も
義
平
は
顔
色
を
変
え
ず
「
天
河
屋
の
義
平
は
男
で

ご
ざ
る
ぞ
．
子
に
ほ
だ
さ
れ
、
存
ぜ
ぬ
こ
と
を
．
存
じ
た
と
は
え
申
さ
ぬ
．
か
つ
て
な
ん
に
も
存

ぜ
ぬ
．」
と
一
切
口
を
割
ら
な
い
。
こ
れ
に
止
ま
ら
ず
、「
憎
し
と
思
は
ば
そ
の
倅
．
わ
が
見
る
前
で

殺
し
た
〳
〵
．」
と
啖
呵
を
切
り
、
子
の
愛
に
ほ
だ
さ
れ
ぬ
性
根
を
見
よ
と
決
然
と
し
た
態
度
を
見

せ
た
。
こ
こ
で
や
っ
と
大
星
が
現
れ
、
心
試
し
で
あ
っ
た
こ
と
を
明
か
す
の
で
あ
る
。「
花
は
桜
木
．

人
は
武
士
、
と
申
せ
ど
も
．
い
つ
か
な
〳
〵
武
士
も
お
よ
ば
ぬ
御
所
存
．」「
人
あ
る
中
に
も
人
な
し

と
申
せ
ど
も
．
町
家
の
内
に
も
あ
れ
ば
あ
る
も
の
．」
と
、
義
平
の
信
念
は
武
士
も
及
ば
ぬ
す
ば
ら

し
い
も
の
で
あ
っ
た
と
大
星
は
称
え
、
貴
公
の
一
心
を
借
り
て
手
本
に
し
た
い
と
言
う
ほ
ど
感
じ
入

る
。
そ
し
て
「
惜
し
い
か
な
．
悔
し
い
か
な
．
亡
君
御
存
生
の
折
り
な
ら
ば
．
一
方
の
旗
大
将
．
一

国
の
政
道
．
お
あ
づ
け
申
し
た
と
て
、
惜
し
か
ら
ぬ
御
器
量
．」
と
三
拝
九
拝
し
て
深
い
敬
意
を
表

し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
平
身
低
頭
の
大
星
に
対
し
、
義
平
は
付
け
上
が
る
こ
と
も
な
く
応
じ
、「
お

国
の
御
用
う
け
た
ま
は
つ
て
よ
り
．
経
上
が
つ
た
こ
の
身
代
．
判
官
様
の
様
子
う
け
た
ま
は
つ
て
、

と
も
に
無
念
．
何
と
ぞ
こ
の
恥
辱
す
ゝ
ぎ
や
う
は
な
い
か
と
．」
と
考
え
て
い
た
と
こ
ろ
に
大
星
の

依
頼
が
あ
っ
た
と
話
す
。
た
だ
ひ
と
つ
、
情
け
な
い
の
は
町
人
と
い
う
身
の
上
で
、
そ
の
た
め
に
今

回
の
計
画
に
お
供
が
出
来
な
い
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
を
思
う
と
「
お
主
の
御
恩
．
刀
の
威
光
は
あ
り

が
た
い
も
の
．
そ
れ
ゆ
ゑ
に
こ
そ
お
命
捨
て
ら
る
ゝ
．
御
う
ら
や
ま
し
う
存
じ
ま
す
る
．
な
ほ
も
冥

途
で
御
奉
公
．
お
つ
い
て
に
義
平
め
が
．
こ
ゝ
ろ
ざ
し
も
お
と
り
な
し
」
と
思
い
の
丈
を
述
べ
る
。

義
平
は
こ
の
よ
う
に
、
町
人
で
あ
る
か
ら
討
入
に
同
行
出
来
な
い
こ
と
を
嘆
き
、
武
士
の
あ
り
方
に

羨
望
の
ま
な
ざ
し
を
向
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
段
に
は
義
平
へ
の
賛
辞
が
多
く
並
べ
ら
れ
、「
貴

公
の
一
心
を
借
り
受
け
、
我
々
が
手
本
と
し
．」
と
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
お
い
て
忠
臣
の
手
本

で
あ
る
大
星
が
、
義
平
を
「
わ
れ
わ
れ
の
手
本
」
と
し
て
い
る
程
で
あ
る
。
さ
ら
に
大
星
は
「
か
ね

て
夜
討
ち
と
存
ず
れ
ば
、
敵
中
へ
入
り
込
む
時
．
貴
殿
の
家
名
の
天
河
屋
を
、
す
ぐ
に
夜
討
ち
の
合

言
葉
．
天
と
か
け
な
ば
、
河
と
答
え
．
四
十
余
人
の
も
の
ど
も
が
．
天
よ
．
河
よ
と
、
申
す
な
ら
．

貴
公
も
夜
討
ち
に
お
出
で
も
同
前
．
義
平
の
義
の
字
は
義
心
の
義
の
字
．
平
は
た
ひ
ら
か
、
た
や
す

く
本
望
．」
と
し
て
、
義
平
も
義
士
の
ひ
と
り
と
認
め
る
態
度
を
取
る
。
義
平
は
町
人
で
あ
り
な
が

ら
、
義
盟
に
参
加
す
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。
武
士
が
主
君
の
た
め
な
ら
自
分
の
命
を
も
犠
牲

に
す
る
の
と
同
様
に
、
お
軽
は
愛
す
る
夫
の
た
め
、
与
市
兵
衛
ら
は
愛
す
る
娘
そ
し
て
そ
の
婿
、
つ

ま
り
義
理
の
息
子
の
た
め
の
犠
牲
を
払
っ
て
い
る
。
ま
た
、
天
河
屋
義
平
の
行
動
は
武
士
の
「
忠
義
」

を
町
人
の
や
り
方
で
も
っ
て
説
明
し
た
も
の
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。

お
わ
り
に

以
上
で
、
赤
穂
浪
士
が
自
身
ら
の
意
志
と
し
て
打
ち
出
し
た
武
士
の
「
義
」、
そ
し
て
そ
れ
を
受

け
て
一
般
民
衆
が
描
き
出
し
た
「
義
」、
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
考
察
し
た
。

武
士
た
ち
の
実
際
の
心
情
を
示
し
た
書
簡
か
ら
読
み
取
れ
る
「
義
」
と
は
、
伝
統
的
武
士
道
に
由

来
し
た
精
神
で
あ
り
、
主
従
関
係
を
築
い
て
き
た
主
君
か
ら
の
恩
に
対
し
て
自
ら
の
命
を
賭
し
て
で

も
忠
義
を
尽
く
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
し
て
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
で
は
、
武
士
と
と
も
に
「
義
」
を
達
成
し
よ
う
と
す
る
民
衆
た
ち

の
姿
を
中
心
に
考
察
し
た
が
、
彼
ら
は
何
を
以
て
武
士
の
「
義
」
に
共
感
し
て
い
た
の
だ
ろ
う
か
。
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『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
の
民
衆
は
浪
士
に
共
鳴
し
、
彼
ら
の
た
め
に
「
義
」
を
行
う
。
そ
こ
で
描
か

れ
て
い
る
「
義
」
と
は
、
ま
ず
人
と
人
と
の
信
頼
関
係
が
あ
る
な
か
で
、
受
け
た
恩
を
返
そ
う
と
す

る
意
識
で
あ
り
、
た
と
え
そ
れ
が
自
身
に
と
っ
て
不
利
益
な
内
容
で
あ
っ
て
も
私
情
を
殺
し
て
積
極

的
に
達
そ
う
と
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
彼
ら
は
個
人
的
な
利
欲
を
捨
て
て
恩
に
報
い
よ
う
と
考
え
て

お
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
世
間
に
対
す
る
面
目
が
立
つ
と
考
え
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
そ
れ
は
、
勘

平
と
お
軽
の
よ
う
な
夫
婦
関
係
や
、
そ
れ
に
伴
う
義
理
の
親
子
関
係
、
信
頼
を
前
提
と
し
た
約
束
と

い
う
契
約
関
係
に
お
い
て
な
ど
、
現
れ
方
は
様
々
で
あ
る
が
、
そ
の
行
動
は
み
な
塩
冶
の
浪
士
た
ち

の
「
義
」
の
達
成
と
い
う
統
一
の
価
値
観
に
行
き
着
く
。
さ
ら
に
、
そ
の
民
衆
に
よ
る
「
義
」
と

は
、
武
士
が
滅
私
奉
公
に
よ
っ
て
「
義
」
を
行
う
の
と
同
様
に
、
自
身
を
犠
牲
に
す
る
の
も
厭
わ
な

い
も
の
で
あ
っ
た
。『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
で
見
ら
れ
る
武
士
の
「
義
」
も
こ
れ
と
同
じ
原
理
で
あ
り
、

武
士
と
は
こ
の
よ
う
な
「
義
」
を
守
ら
な
く
て
は
な
ら
な
い
存
在
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
な

お
か
つ
、
そ
れ
は
民
衆
も
持
ち
得
る
倫
理
観
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
分
か
る
。

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、「
忠
臣
蔵
」
と
は
、
武
士
で
は
な
く
一
般
民
衆
の
価
値
観
か
ら
生
ま
れ

た
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
し
か
し
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
描
か
れ
る
民
衆
は
、
武
士
の
理

想
の
姿
を
賞
賛
す
る
に
留
ま
ら
ず
、
自
ら
も
そ
の
価
値
観
を
体
現
し
よ
う
と
し
て
い
た
。
こ
れ
は
忠

義
な
ど
の
よ
う
な
伝
統
的
武
士
道
と
し
て
武
士
階
級
を
中
心
に
受
け
継
が
れ
て
き
た
倫
理
が
、
武
士

の
も
の
と
し
て
一
般
的
に
広
く
認
識
さ
れ
て
い
た
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
武
士
以
外
の
立
場
に
お

い
て
も
正
し
く
行
動
す
る
た
め
の
基
準
と
な
る
倫
理
と
し
て
存
在
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
忠
臣
蔵
」
の
誕
生
は
、
一
般
民
衆
の
考
え
る
武
士
の
理

想
と
赤
穂
浪
士
の
行
動
の
一
致
だ
け
で
は
な
く
、
一
般
民
衆
も
武
士
も
「
義
」
と
い
う
倫
理
を
一
貫

し
て
持
っ
て
い
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
も
の
な
の
で
あ
る
。
江
戸
時
代
中
期
に
お
け
る
儒
教
的
な
武
士

の
倫
理
観
の
隆
盛
は
、
戦
乱
の
無
い
太
平
の
世
と
な
り
、
武
士
は
戦
闘
者
を
自
覚
す
る
必
要
が
な
く

な
っ
た
と
い
う
社
会
構
造
の
変
化
に
由
来
す
る
。
そ
れ
ま
で
の
戦
闘
者
ら
し
い
武
士
の
あ
り
方
は
現

実
的
で
は
な
く
な
り
、
か
わ
り
に
士
大
夫
の
道
と
呼
ば
れ
る
支
配
者
・
指
導
者
と
し
て
の
武
士
の
あ

り
方
が
叫
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
う
い
っ
た
変
化
に
よ
り
、
武
士
の
意
識
の
あ
り
方

も
変
わ
っ
た
の
は
事
実
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
武
士
の
倫
理
観
が
そ
れ
と
と
も
に
変
わ
っ
て
し
ま
っ

た
と
は
い
え
な
い
。
武
士
の
倫
理
の
一
つ
で
あ
る
「
義
」
は
、
武
士
社
会
に
強
く
結
び
つ
い
た
価
値

観
で
あ
る
た
め
、
通
常
は
武
士
の
思
想
に
由
来
す
る
言
葉
に
過
ぎ
ず
、
か
つ
武
士
社
会
に
特
有
で
あ

る
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
き
た
。
し
か
し
た
だ
そ
れ
だ
け
の
も
の
と
解
釈
し
た
の
で
は
、
実
際
の
武
士

の
行
動
や
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
な
ど
に
見
ら
れ
る
「
義
」
の
表
象
を
説
明
で
き
な
い
。
主
従
関
係

や
親
子
関
係
な
ど
に
あ
ら
わ
れ
る
「
義
」
は
、
武
士
の
間
は
も
と
よ
り
一
般
民
衆
の
間
に
も
見
ら
れ

た
の
で
あ
り
、
こ
れ
を
各
階
級
・
各
時
代
の
特
徴
と
し
て
区
別
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
む
し
ろ
、

日
本
人
と
し
て
の
共
通
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
赤
穂
事
件
に
関
し
て
、
そ
し
て
赤
穂
浪
士
を
義
士

と
呼
ぶ
こ
と
に
関
し
て
は
、『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
を
は
じ
め
と
す
る
「
忠
臣
蔵
」
が
示
す
義
士
と

い
う
評
価
、
現
実
に
討
入
事
件
を
起
こ
し
た
赤
穂
浪
士
た
ち
に
対
す
る
評
価
と
が
あ
る
。
こ
れ
ら
は

す
べ
て
、
同
じ
対
象
に
つ
い
て
論
じ
て
い
る
も
の
で
あ
る
の
に
、
別
の
も
の
と
し
て
考
え
ら
れ
る
傾

向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
当
時
は
武
士
階
級
の
倫
理
観
形
成
を
目
的
に
導
入
さ
れ
て
い
た
儒
教
に
よ

る
「
義
」
と
は
必
ず
し
も
一
致
し
な
い
、
赤
穂
浪
士
を
「
義
」
と
す
る
江
戸
の
民
衆
の
特
殊
性
が

中
心
に
論
じ
ら
れ
、「
忠
臣
蔵
」
は
既
に
現
実
味
の
無
い
伝
統
的
な
武
士
の
生
き
方
に
憧
憬
を
感
じ

た
民
衆
に
よ
る
産
物
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
論
で
分
析
し
た
よ
う
に
、「
義
」
と
は
、

武
士
や
民
衆
と
い
っ
た
あ
る
一
定
の
階
級
意
識
や
生
活
環
境
等
に
関
わ
り
な
く
、
ま
た
あ
る
時
代
に

お
け
る
価
値
観
の
み
を
反
映
し
た
も
の
で
は
な
い
、
日
本
人
が
共
通
し
て
持
っ
て
い
る
倫
理
観
な
の

で
あ
る
。
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、
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臣
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主
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た
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で
に
、
数
多
の
事
情
が
あ
っ
た
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考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
遺
臣
の
中
に
は
、
主
君
と
の
関
係
よ
り
も
「
家
」
の
連
続
性
の
方
を
重
視
す
る
者
も

多
数
い
た
。
し
か
し
な
が
ら
事
実
上
、
浅
野
家
再
興
は
成
ら
な
か
っ
た
。
そ
の
た
め
、
結
果
的
に
亡
君
と
の
パ
ー

ソ
ナ
ル
な
主
従
意
識
だ
け
が
残
り
、「
浅
野
内
匠
家
来
口
上
書
」
に
見
ら
れ
る
よ
う
な
心
情
に
い
た
っ
た
と
の
見

方
が
で
き
る
。（
前
掲
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日
本
思
想
大
系
27
』
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代
治
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編
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学
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、
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〇
二
年
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よ

り
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用
し
て
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る
。

（
19
）　

藤
野
義
雄
は
民
衆
意
識
の
表
現
と
し
て
の
『
仮
名
手
本
忠
臣
蔵
』
に
つ
い
て
、
そ
れ
が
合
作
で
あ
る
こ
と
に

着
目
す
る
。
合
作
の
場
合
、
個
性
を
没
却
し
て
全
体
に
と
け
こ
む
心
構
え
が
必
要
で
あ
る
。
そ
の
中
で
自
己
を

生
か
す
に
は
趣
向
に
新
奇
な
工
夫
を
こ
ら
す
こ
と
、
民
衆
の
好
む
と
こ
ろ
を
敏
感
に
察
し
て
、
こ
れ
を
担
当
部

分
に
組
入
れ
、
万
人
の
共
感
を
得
る
よ
う
な
想
を
構
え
る
こ
と
以
外
に
は
方
法
が
な
い
。
当
時
の
合
作
作
者
た

ち
は
、
そ
の
よ
う
な
事
情
の
も
と
で
作
劇
に
従
事
し
た
た
め
、
庶
民
意
識
を
よ
く
反
映
し
た
も
の
が
あ
ら
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
と
し
て
い
る
。（
前
掲
書
）
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The Japanese sense of justice in “Chushingura”

KOBAYASHI　Kayoko

Abstract

In this paper, I treat our sense of justice related to “Chushingura”.  “Chushingura” is stories based on 

a vengeance by the Ako roshi (masterless samurai).  It is known as a masterpiece that has continued 

to fascinate the audience through its captivating story.  Those stories describe them Loyalists.

And, also in the real world, their loyalty earned respects and admiration.  Despite their vengeance 

was illegality, people in the Edo period asserted the legitimacy.  This climate of public opinion has 

not changed.

Why public regards the Ako roshi as “Loyalists” though they broke the law.  This fact is concerned 

with our sense of justice.  For reconsideration to the meaning of “ Justice”, I treat a script of 
“Chushingura” and the Ako roshi’s wills.  These shows sense of “Justice” in Edo period.  According to 

these source books, the situation what we judge “Justice”.
“Justice” of the Ako roshi derives from Bushido.  For that reason, this sense tends to be regarded 

peculiar to the samurai.  But, it’s not only the samurai’s sense of value but also the commonalty has 

the same sense.  The commonalty also made a thing of “Justice” from Bushido.  This is the very our 

sense of “Justice” ever succeed in Japan.

Key words: justice, loyalty, the Forty-Seven Loyal Retainers, Bushido, Edo era


