
本
論
文
は
、
課
程
博
士
候
補
論
文
を
構
成
す
る
論
文
の
一
部
と
し
て
、
以
下
の
審
査
委

員
に
よ
り
審
査
を
受
け
た
。

審
査
委
員
：
中
村
春
作
（
主
任
指
導
教
員
）、
竹
村
信
治
、
西
原
大
輔
、
西
村
大
志

（21）

『
太
平
記
』
に
描
き
出
さ
れ
た
武
士
像

│
「
忠
」
と
「
孝
」
を
中
心
に
│

于　
　
　
　
　

君

（
受
理
日
二
〇
一
五
年
十
月
五
日
）

一
、
は
じ
め
に

筆
者
は
、
日
本
に
お
け
る
「
武
士
像
」
の
成
立
を
明
ら
か
に
す
る
研
究
の
一
環
と
し

て
、
中
世
の
軍
記
物
語
、
特
に
戦
闘
場
面
に
お
け
る
武
士
関
連
の
記
述
に
着
目
し
、「
描

き
出
さ
れ
た
武
士
像
」
に
つ
い
て
考
え
る
こ
と
を
課
題
と
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
、『
太

平
記
』（1）
を
と
り
あ
げ
、
そ
の
中
に
描
き
出
さ
れ
た
武
士
像
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
こ

と
を
目
的
と
す
る
（2） 

。

『
太
平
記
』
中
の
武
士
に
関
す
る
記
述
を
最
も
特
徴
づ
け
る
の
は
、
言
う
ま
で
も
な
く
、

「
忠
」
ま
た
は
「
忠
」
に
関
わ
る
言
葉
が
多
出
す
る
こ
と
で
あ
る
（3） 
。
な
か
で
も
、
最
大

の
「
忠
臣
」
と
し
て
描
か
れ
人
々
に
馴
染
み
が
あ
る
の
は
、
楠
木
正
成
で
あ
り
、
子
の
正

行
も
「
忠
孝
」
を
代
表
す
る
武
士
と
し
て
、長
い
間
人
々
の
脳
裏
に
深
く
根
付
い
て
き
た
。

こ
う
し
た
正
成
・
正
行
像
の
定
着
の
理
由
と
し
て
は
、『
太
平
記
』
中
の
正
成
・
正
行
関

連
の
記
述
に
起
因
す
る
ほ
か
、
戦
前
ま
で
の
『
太
平
記
』
受
容
史
が
深
く
関
わ
っ
て
き
た

と
言
え
る
で
あ
ろ
う
。
以
下
、『
太
平
記
』
受
容
史
に
お
け
る
正
成
・
正
行
像
の
変
遷
を
、

先
行
研
究
に
よ
っ
て
示
し
て
お
こ
う
。

『
太
平
記
』に
お
い
て
、楠
木
正
成
は
南
朝
の
忠
臣
と
し
て
描
か
れ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

足
利
将
軍
の
支
配
下
に
あ
っ
た
室
町
期
に
は
、彼
は
逆
賊
だ
と
さ
れ
て
い
た
。
歴
史
的
に
、

広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
紀
要　

第
二
部　

第
六
四
号　

二
〇
一
五　

二
八
三

－

二
九
二正

成
ら
が
忠
臣
と
し
て
称
揚
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
朱
子
学
的
大
義
名
分
論
に

よ
っ
て
南
朝
を
正
統
と
し
た
徳
川
光
圀『
大
日
本
史
』以
降
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
後
、『
太

平
記
』
を
南
朝
忠
臣
の
物
語
と
し
て
読
み
と
る
『
太
平
記
』
観
に
よ
る
「
忠
臣
」
正
成
像
・

「
忠
孝
」
正
行
像
は
、
頼
山
陽
の
『
日
本
外
史
』
や
、「
忠
孝
一
本
」「
君
臣
一
体
」
を
教

義
と
し
た
後
期
水
戸
学
派
な
ど
に
も
受
け
継
が
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
あ
る
（4） 

。
近
代

に
入
る
と
、
特
に
明
治
十
年
代
か
ら
太
平
洋
戦
争
敗
戦
に
至
る
ま
で
の
時
期
、『
太
平
記
』

は
当
時
の
時
代
背
景
・
政
治
思
潮
と
の
関
わ
り
の
中
で
特
定
の
読
ま
れ
方
が
な
さ
れ
る
よ

う
に
な
り
、南
朝
側
の
武
士
、中
で
も
特
に
正
成
・
正
行
父
子
を
題
材
と
し
た
関
連
教
材
が
、

国
語
・
修
身
・
歴
史
・
唱
歌
の
各
教
材
に
至
る
ま
で
幅
広
く
採
用
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

正
成
は
「
忠
臣
」
の
、
正
行
は
「
忠
孝
」
の
鑑
と
し
て
、「
忠
君
愛
国
」
や
「
七
生
報
国
」

の
模
範
と
ま
で
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
戦
前
・
戦
中
に
お

い
て
、
正
成
・
正
行
父
子
は
、「
君
臣
一
体
」「
忠
孝
一
致
」
観
念
に
つ
な
が
る
か
っ
こ
う

の
教
材
と
な
り
、
国
民
的
自
覚
を
促
す
一
大
エ
ピ
ソ
ー
ド
と
化
し
た
の
で
あ
る
。
楠
木
正

成
・
正
行
父
子
が
、
こ
う
し
た
「
忠
君
愛
国
」「
忠
孝
一
致
」
の
レ
ッ
テ
ル
を
貼
ら
れ
て

出
て
き
た
経
緯
、
公
教
育
に
登
場
す
る
楠
木
父
子
像
が
、『
太
平
記
』
の
原
像
を
い
か
に

歪
め
、「
忠
君
愛
国
」
の
道
徳
教
育
に
奉
仕
さ
せ
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
は
、
明
治
以

降
の
学
校
教
育
を
中
心
に
検
証
し
た
、
中
村
格
の
研
究
（5） 

に
詳
し
い
。

以
上
の
よ
う
な
『
太
平
記
』
受
容
史
の
中
で
、
わ
れ
わ
れ
の
『
太
平
記
』
理
解
、
楠
木

正
成
・
正
行
像
も
形
成
さ
れ
て
き
た
こ
と
を
ま
ず
確
認
し
て
お
き
た
い
。

そ
う
し
た
『
太
平
記
』
受
容
史
へ
の
批
判
的
視
点
の
必
要
性
に
加
え
て
、『
太
平
記
』
の

作
者
が
宮
方
か
武
家
方
か
が
議
論
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
今
日
、『
太
平
記
』
全
体
を
貫
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（22）

于　　　君

く
思
想
的
根
幹
と
し
て
『
貞
観
政
要
』
が
あ
っ
た
こ
と
の
重
要
性
を
指
摘
す
る
の
が
八
木

聖
弥
で
あ
る
。『
貞
観
政
要
』
の
君
臣
論
理
（
君
臣
合
体
・
諫
臣
の
重
要
性
）
に
よ
る
場
合
、

後
醍
醐
天
皇
方
に
お
い
て
臣
と
呼
び
得
る
の
は
、
万
里
小
路
藤
房
と
楠
木
正
成
の
二
人
し

か
な
い
と
八
木
は
主
張
し
、『
太
平
記
』
中
の
君
臣
関
係
の
見
直
し
を
説
い
て
い
る
（6） 

。
ま

た
、
森
田
貴
之
は
、
万
里
小
路
宣
房
と
万
里
小
路
藤
房
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
対
立
す
る
君

臣
観
に
着
目
し
、『
太
平
記
』
テ
キ
ス
ト
の
両
義
性
（
文
脈
上
の
批
判
と
文
面
上
の
肯
定
）

を
指
摘
し
つ
つ
、
物
語
全
体
の
文
脈
に
お
い
て
は
、
揺
る
ぎ
の
な
い
「
忠
臣
」
は
や
は
り

藤
房
一
人
だ
と
述
べ
て
い
る
（7） 

。
両
者
の
問
題
意
識
は
異
な
る
が
、
南
朝
側
に
お
け
る
天

皇
（
後
醍
醐
天
皇
）―

臣
と
い
う
「
君
臣
関
係
」
に
お
い
て
、『
太
平
記
』
中
の
「
忠
臣
」

像
を
と
ら
え
る
点
に
お
い
て
は
同
様
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、「
忠
臣
」
と
い
う
キ
ー
ワ
ー

ド
で
『
太
平
記
』
中
の
武
士
（
公
卿
も
含
め
）
に
つ
い
て
言
及
す
る
近
年
の
研
究
を
見
て
も
、

南
朝
を
主
軸
に
し
て
捉
え
る
傾
向
が
見
ら
れ
る
の
が
事
実
で
あ
る
が
、『
太
平
記
』
中
に
は
、

南
朝
を
軸
と
し
た
「
君
臣
関
係
」
以
外
に
も
、北
朝
側
の
「
君
臣
関
係
」、ま
た
武
士
間
の
「
君

臣
関
係
」
に
お
け
る
「
忠
」
の
表
現
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

本
稿
で
は
、
戦
前
・
戦
中
期
に
偏
っ
た
視
点
で
と
り
上
げ
ら
れ
た
楠
木
父
子
ら
南
朝
側

の
武
士
に
限
ら
ず
、
ま
た
限
定
的
な
「
君
臣
関
係
」
の
枠
組
に
も
と
ら
わ
れ
ず
、
数
十
年

に
わ
た
る
南
北
朝
の
内
乱
を
主
題
と
し
た
『
太
平
記
』
に
描
か
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
武
士
に

お
け
る
、「
忠
」、「
孝
」
に
関
わ
る
具
体
的
な
記
述
に
着
目
し
て
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
問

題
視
さ
れ
な
か
っ
た
武
士
の
姿
に
つ
い
て
も
考
え
る
こ
と
と
し
た
い
。

筆
者
は
す
で
に
、『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
武
士
の
「
忠
」
と
「
孝
」
に
つ
い
て
考
察

し
た
こ
と
が
あ
る
（8） 

。『
太
平
記
』
中
の
武
士
像
の
独
自
性
を
確
認
し
対
照
さ
せ
る
た
め
、

ま
ず
は
先
行
す
る
軍
記
物
語
『
平
家
物
語
』（9）
を
と
り
あ
げ
、「
忠
」
と
「
孝
」
が
出
て

く
る
文
脈
に
着
目
し
、
そ
こ
に
表
出
さ
れ
た
武
士
の
姿
を
述
べ
て
お
き
た
い
（10） 

。

二
、『
平
家
物
語
』
に
描
き
出
さ
れ
た
「
忠
臣
孝
子
」
像

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

―

平
重
盛
を
中
心
に

『
平
家
物
語
』
の
中
で
、
明
確
に
「
孝
」
と
「
忠
」
と
い
う
言
葉
が
出
て
く
る
の
は
、
平

重
盛
が
登
場
す
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。
具
体
的
に
、「
殿
下
乗
合
」
事
件
後
と
、「
鹿

谷
」
平
家
打
倒
陰
謀
事
件
が
発
覚
し
て
か
ら
の
二
場
面
に
お
い
て
、息
子
の
平
資
盛
を
咎
め
、

及
び
父
平
清
盛
を
諌
め
る
重
盛
の
話
の
中
で
「
孝
」
と
「
忠
」
が
出
現
す
る
。
以
下
、
重

盛
の
語
り
に
現
れ
る
「
孝
」
と
「
忠
」
の
あ
り
方
を
端
的
に
示
す
場
面
を
も
と
に
考
察
す
る
。

（
二―

一
）
平
重
盛
の
語
り
に
お
け
る
「
孝
」

資
盛
が
摂
政
殿
の
お
で
ま
し
に
際
し
無
礼
を
致
し
た
た
め
馬
か
ら
落
と
さ
れ
た
の
を
、

平
清
盛
が
片
田
舎
の
武
士
を
集
め
摂
政
殿
一
行
に
恥
を
か
か
せ
た
。
こ
れ
を
知
っ
た
重
盛

が
、
参
加
し
た
武
士
た
ち
と
息
子
を
厳
し
く
咎
め
る
場
面
に
、
次
の
よ
う
な
「
不
孝
」
に

つ
い
て
の
言
及
が
あ
る
。

か
様
に
尾
籠
を
現
じ
て
入
道
の
悪
名
を
た
つ
。
不
孝
の
い
た
り
、
汝
独
り
に
あ
り
。（11）

「
入
道
の
悪
名
を
た
つ
」
こ
と
が
、「
不
孝
」
で
あ
る
と
す
る
の
は
、「
家
」
の
父
に
良

い
評
判
を
も
た
ら
す
こ
と
が
「
孝
」
で
あ
る
と
い
う
こ
と
を
指
す
だ
ろ
う
。

も
う
一
例
を
挙
げ
よ
う
。
父
清
盛
の
悪
行
を
見
て
平
家
の
先
を
憂
え
、
熊
野
へ
参
詣
し

た
時
、
本
宮
証
誠
殿
の
前
で
一
晩
中
神
に
訴
え
た
重
盛
の
話
の
一
部
で
あ
る
。

そ
の
ふ
る
ま
ひ
を
み
る
に
、
一
期
の
栄
花
猶
あ
や
ふ
し
。
枝
葉
連
続
し
て
、
親
を
顕
し
、

名
を
揚
げ
ん
事
か
た
し
。
此
時
に
当
つ
て
、
重
盛
い
や
し
う
も
思
へ
り
。
な
ま
じ
ひ
に

列
し
て
、
世
に
浮
沈
せ
ん
事
、
敢
へ
て
良
臣
孝
子
の
法
に
あ
ら
ず
。（12）

重
盛
の
嘆
き
に
あ
る
「
良
臣
孝
子
」
と
い
う
言
葉
に
注
目
し
、「
孝
子
」
の
意
味
に
つ

い
て
考
え
た
い
。
重
盛
の
言
い
分
の
中
の
「
親
を
顕
し
、
名
を
揚
げ
ん
事
」
は
、『
平
家

物
語
』
の
校
註
・
訳
者
市
古
貞
次
に
よ
る
注
釈
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
身
ヲ
立
テ
道
ヲ
行

ヒ
、
名
ヲ
後
世
ニ
揚
ゲ
、
以
テ
父
母
ヲ
顕
ス
ハ
孝
ノ
終
ナ
リ
」（
古
文
孝
経
・
開
宗
明
誼
章
）

と
い
う
儒
教
倫
理
の
「
孝
」
に
つ
な
が
っ
て
い
る
（13） 

。
要
す
る
に
、
こ
こ
で
は
、
重
盛
に

と
っ
て
の
「
孝
」
は
、「
名
を
揚
げ
て
、
父
母
を
顕
彰
す
る
」
も
の
と
し
て
描
か
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。「
子
孫
を
生
む
」（
子
孫
繁
栄
）
と
い
う
儒
教
倫
理
に
あ
る
「
孝
」
の
内
容

の
一
つ
（14） 

か
ら
考
え
る
と
、
重
盛
に
と
っ
て
の
「
孝
」
の
対
象
は
、
父
清
盛
を
含
め
た
平

家
一
門
全
体
の
祖
先
に
向
け
ら
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。

（
二―
二
）、
平
重
盛
の
語
り
に
お
け
る
「
忠
」
と
「
孝
」

平
重
盛
に
お
け
る
「
忠
」
と
「
孝
」
は
、
専
制
政
治
を
目
指
す
主
君
の
後
白
河
院
と
、

横
暴
な
独
裁
者
で
あ
る
父
清
盛
と
の
軋
轢
の
狭
間
に
立
っ
た
際
の
、
彼
の
苦
し
い
選
択
の

場
面
で
先
鋭
化
し
て
描
き
出
さ
れ
る
。

鹿
谷
に
お
け
る
平
家
打
倒
計
画
が
発
覚
し
た
後
、
後
白
河
院
を
軟
禁
し
よ
う
と
し
た
清
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（23）

『太平記』に描き出された武士像
─「忠」と「孝」を中心に─

盛
に
対
し
、
重
盛
が
儒
教
と
仏
教
、
古
今
東
西
の
知
識
を
用
い
て
長
々
と
諫
言
し
た
話
の

中
に
、「
君
と
臣
と
な
ら
ぶ
る
に
、
親
疎
わ
く
か
た
な
し
。
道
理
と
癖
事
を
な
ら
べ
ん
に
、

急
で
か
道
理
に
つ
か
ざ
る
べ
き
」（15）
と
あ
る
。『
平
家
物
語
』
の
諸
本
に
よ
っ
て
、
多
少

記
述
の
相
違
が
見
ら
れ
る
が
、
た
と
え
ば
、
延
慶
本
で
は
、「
君
与
臣
ヲ
准
ル
ニ
親
疎
ヲ

ワ
カ
ズ
君
ニ
仕
へ
奉
ル
ハ
忠
臣
ノ
法
也
」（16）
と
あ
る
。
つ
ま
り
、
重
盛
が
堅
持
し
た
論
理

と
し
て
、
臣
は
君
（
後
白
河
院
）
に
従
う
べ
し
と
す
る
、「
忠
臣
」
の
道
理
が
あ
る
（17） 

。

し
か
し
、
後
白
河
院
に
対
し
「
忠
臣
」
の
立
場
を
取
ろ
う
と
す
れ
ば
、
父
清
盛
に
対
し

て
孝
子
を
貫
く
こ
と
が
出
来
な
く
な
る
の
で
あ
る
。

悲
し
き
哉
君
の
御
た
め
に
、
奉
公
の
忠
を
い
た
さ
ん
と
す
れ
ば
、
迷
廬
八
万
の
頂
よ
り

猶
た
か
き
、
父
の
恩
忽
ち
に
忘
れ
ん
と
す
。
痛
ま
し
き
哉
不
孝
の
罪
を
の
が
れ
ん
と
思

へ
ば
、
君
の
御
た
め
に
既
に
不
忠
の
逆
臣
と
な
り
ぬ
べ
し
。
進
退
惟
谷
れ
り
。
是
非

い
か
に
も
弁
へ
が
た
し
。
申
し
う
く
る
と
こ
ろ
詮
は
た
だ
重
盛
が
頸
を
召
さ
れ
候
へ
。

さ
候
は
ば
、
院
中
を
も
守
護
し
参
ら
す
べ
か
ら
ず
、
院
参
の
御
供
を
も
仕
る
べ
か
ら

ず
。（18）

後
白
河
院
に
対
す
る
「
忠
」
と
、
父
へ
の
「
孝
」
の
ど
ち
ら
を
選
ぶ
か
、
困
り
果
て
る

重
盛
の
様
子
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。そ
し
て
彼
が
見
出
し
た
解
決
法
は
、死
を
も
っ

て
、「
忠
」
と
「
孝
」
の
両
立
を
図
ろ
う
と
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
れ
が
、
重
盛
が
父

を
諌
め
る
論
理
に
見
ら
れ
る
「
忠
」
と
「
孝
」
の
在
り
方
で
あ
る
。
し
か
し
一
方
、
後
に

重
盛
が
と
っ
た
行
動
を
見
る
と
、「
忠
」
と
「
孝
」
の
関
係
が
微
妙
に
変
わ
っ
て
く
る
こ

と
に
も
注
意
を
払
う
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

重
盛
が
存
命
の
間
は
、
清
盛
の
法
皇
へ
の
軟
禁
を
止
め
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
、
法
皇

へ
の
「
忠
」
を
一
旦
果
た
し
た
と
言
え
る
。
し
か
し
、
彼
の
死
後
、
わ
ず
か
三
ヶ
月
後
に
、

清
盛
は
法
皇
へ
の
幽
閉
を
強
行
す
る
。
重
盛
も
生
前
に
、
自
分
の
力
で
は
ど
う
し
て
も
父

の
悪
行
を
止
め
る
こ
と
が
出
来
な
い
と
察
知
し
た
か
ら
こ
そ
、
現
世
を
諦
観
し
て
た
だ
一

族
と
自
分
の
救
済
を
神
仏
に
委
ね
る
の
で
あ
る
。
主
君
後
白
河
院
に
対
す
る
「
忠
」
を
果

た
す
た
め
、
軍
を
集
め
後
白
河
院
を
守
る
、
又
は
父
清
盛
を
拘
束
す
る
の
が
得
策
で
あ
ろ

う
が
、
重
盛
は
そ
う
し
た
行
動
を
と
ら
な
か
っ
た
。
す
な
わ
ち
物
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
展
開

か
ら
見
る
と
、
あ
く
ま
で
も
父
へ
の
「
孝
」
を
貫
く
重
盛
の
姿
が
、
そ
こ
に
は
鮮
明
に
描

か
れ
て
い
る
と
も
言
え
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
は
反
面
、
後
白
河
院
に
対
す
る
不
徹

底
な
「
忠
」
と
な
ら
ざ
る
を
え
な
い
。

こ
う
し
た
重
盛
の
父
清
盛
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、道
端
良
秀
は
、儒
教
倫
理
の「
孝
」

の
教
え
に
基
づ
き
、
重
盛
の
父
清
盛
に
対
す
る
「
孝
」
は
父
へ
の
絶
対
的
服
従
と
し
て
の

も
の
だ
と
捉
え
て
い
る
（19） 

。
し
か
し
、
父
の
武
装
軍
団
に
加
わ
っ
て
、
後
白
河
院
を
拘
束

し
な
か
っ
た
重
盛
の
選
択
か
ら
見
る
と
、
そ
の
行
為
は
父
へ
の
絶
対
的
服
従
と
は
言
い
難

い
。「
父
を
い
さ
め
申
さ
れ
つ
る
詞
に
し
た
が
ひ
、
我
身
に
勢
の
つ
く
か
つ
か
ぬ
か
の
程

を
も
知
り
、
又
父
子
軍
を
せ
ん
と
に
は
あ
ら
ね
ど
も
、
か
う
し
て
入
道
相
国
の
、
謀
反
の

心
を
も
や
や
は
ら
げ
給
ふ
と
の
策
な
り
」（20）
と
す
る
『
平
家
物
語
』
の
記
述
か
ら
、
長
々

と
父
を
諌
め
た
重
盛
の
真
意
が
、
父
と
戦
を
し
よ
う
と
い
う
の
で
は
な
く
、
父
の
後
白
河

法
皇
へ
の
幽
閉
を
阻
止
す
る
「
策
」
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
さ
ら
に
、「
烽
火
之
沙
汰
」

の
章
に
「
国
に
諌
む
る
臣
あ
れ
ば
、
其
国
必
ず
や
す
く
、
家
に
諌
む
る
子
あ
れ
ば
、
其
家

必
ず
た
だ
し
」
と
、『
孝
経
』
諫
争
章
（21） 

の
文
を
引
用
し
、重
盛
を
「
諌
む
る
子
」（22）
を
も
っ

て
孝
子
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
重
盛
に
体
現
さ
れ
た
の
は
、「
諌
言
」
と

い
う
行
為
に
つ
な
が
る
「
孝
」
で
あ
っ
た
。

（
二―

三
）、
ま
と
め

前
文
で
考
察
し
た
よ
う
に
、
後
の
重
盛
の
行
動
に
は
父
へ
の
「
孝
」
の
優
位
も
見
ら
れ

た
が
、
父
を
諌
め
る
場
面
に
お
い
て
、
言
葉
を
尽
く
し
て
「
不
忠
」
に
走
る
父
清
盛
を
諌

め
、子
孫
代
々
の
繁
栄
を
願
お
う
と
す
る
「
孝
」
の
立
場
と
、主
君
後
白
河
院
に
逆
ら
わ
ず
、

臣
と
し
て
の
本
分
を
全
う
す
る
「
忠
」
の
立
場
の
両
方
を
と
る
。「
忠
」
と
「
孝
」
の
ど

ち
ら
も
捨
て
ら
れ
な
い
彼
の
苦
悩
が
、
深
く
人
々
の
心
を
打
ち
、
当
時
の
人
々
に
「
忠
臣

孝
子
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

平
重
盛
に
体
現
さ
れ
た
「
孝
」
と
「
忠
」
は
諫
言
の
場
に
お
い
て
で
あ
り
、
ま
た
、『
平

家
物
語
』
に
お
い
て
、
平
重
盛
以
外
の
場
面
で
は
ほ
と
ん
ど
「
忠
」
が
語
ら
れ
る
場
面
は

な
い
。
こ
の
こ
と
は
、
十
二
、十
三
世
紀
に
お
け
る
「
忠
」
の
あ
り
か
た
を
考
え
る
上
で

示
唆
的
だ
ろ
う
。

『
平
家
物
語
』
と
ほ
ぼ
同
時
代
に
成
立
し
た
『
十
訓
抄
』
も
、
賀
茂
祭
の
見
物
場
面
で

の
重
盛
の
振
舞
を
通
し
て
、
彼
を
「
情
深
し
」
と
し
て
描
く
。
一
方
、
第
六
「
可
存
忠
直

事
」
に
は
、「
忠
」
を
主
題
と
し
た
説
話
が
多
く
配
列
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
冒
頭
に
「
ひ

と
へ
に
君
に
随
ひ
奉
る
、
忠
に
あ
ら
ず
。
ひ
と
へ
に
親
に
随
ふ
、
孝
に
あ
ら
ず
。
あ
ら
そ

ふ
べ
き
時
あ
ら
そ
ひ
、
随
ふ
べ
き
時
随
ふ
、
こ
れ
を
忠
と
す
、
こ
れ
を
孝
と
す
…
…
悪
し

か
ら
む
こ
と
を
ば
、
必
ず
い
さ
む
べ
き
」（23）
と
あ
り
、『
平
家
物
語
』
の
重
盛
に
体
現
さ
れ

た
の
と
同
様
、「
忠
」
と
「
孝
」
は
「
諫
言
」
と
密
接
に
関
わ
っ
て
語
ら
れ
て
い
る
。
内
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（24）

于　　　君

田
澪
子
は
論
文
「『
十
訓
抄
』
の
忠
義―

第
六
の
考
察
か
ら―

」（24）
の
中
で
、
こ
の
章
に

収
め
ら
れ
た
主
従
関
係
に
お
け
る
忠
義
を
記
し
た
説
話
の
具
体
的
検
討
を
通
し
て
、『
十

訓
抄
』
は
規
範
と
な
る
「
忠
義
」
が
、
主
に
天
皇
を
対
象
と
し
て
お
り
、
し
か
も
戦
の
場

面
と
関
わ
る
「
忠
義
」
の
あ
り
か
た
が
意
図
的
に
排
斥
さ
れ
て
い
る
だ
ろ
う
と
述
べ
た
上

で
、
全
体
と
し
て
、「
出
家
」
と
い
う
方
法
に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
、
前
時
代
的
な
、〈
貴

族
的
〉と
も
言
え
る
色
合
い
を
強
く
現
し
て
い
る
と
指
摘
し
て
い
る
。確
か
に
、重
盛
も『
平

家
物
語
』
の
中
で
、
父
と
主
君
の
間
に
進
退
両
難
の
立
場
に
置
か
れ
た
際
、
武
力
で
問
題

を
解
決
す
る
の
で
は
な
く
、
救
い
の
道
と
し
て
「
出
家
」
を
選
ん
だ
の
で
あ
っ
た
。「
孝
」

と「
忠
」が
相
剋
す
る
場
面
で
、武
士
で
も
あ
る
重
盛
の
こ
の
対
応
の
仕
方（
諫
言
↓
出
家
）

は
、『
十
訓
抄
』
に
も
示
さ
れ
る
〈
貴
族
的
〉
な
側
面
を
持
っ
て
い
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。

三
、『
太
平
記
』
に
描
き
出
さ
れ
た
さ
ま
ざ
ま
な
「
忠
」
と
「
孝
」

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、『
平
家
物
語
』
の
「
忠
臣
孝
子
」
像
は
、〈
貴
族
的
〉
な
気

質
を
も
有
す
る
武
士
平
重
盛
一
人
の
行
動
に
お
い
て
、
特
徴
的
に
描
き
出
さ
れ
た
と
言
う

こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
に
比
較
す
る
と
、『
太
平
記
』
に
お
い
て
は
、「
忠
」
と
「
孝
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

場
面
に
多
く
表
出
さ
れ
、
そ
こ
に
語
り
出
さ
れ
た
武
士
の
姿
も
多
種
多
様
で
あ
る
の
が
事

実
で
あ
る
。「
忠
」
と
「
孝
」
が
平
重
盛
の
場
面
に
お
い
て
、
対
立
す
る
形
で
現
れ
た
の

に
対
し
、『
太
平
記
』
中
の
武
士
に
お
け
る
「
忠
」
と
「
孝
」
は
ど
の
よ
う
な
現
れ
方
を

し
て
い
た
の
か
。
ま
ず
、
よ
く
知
ら
れ
る
「
忠
孝
」
の
武
士
と
し
て
、
楠
木
正
成
・
正
行

父
子
を
と
り
上
げ
て
考
察
す
る
。

周
知
の
よ
う
に
、『
太
平
記
』
中
、
も
っ
と
も
好
意
的
に
描
か
れ
る
の
は
楠
木
正
成
・

正
行
父
子
で
あ
る
。『
太
平
記
』
に
お
け
る
楠
木
正
成
・
正
行
父
子
の
物
語
の
役
割
に
つ

い
て
、
北
条
高
時
・
足
利
尊
氏
・
新
田
義
貞
ら
源
平
の
「
武
臣
」
の
範
疇
に
入
ら
な
い
、「
あ

や
し
き
民
」
身
分
と
し
て
の
楠
木
正
成
ら
の
物
語
は
、
天
皇
と
武
臣
の
二
極
関
係
で
構
成

さ
れ
る
天
皇
制
以
外
に
、「
天
皇
と
民
」で
構
成
さ
れ
る
も
う
一
つ
の
天
皇
制
を
作
り
出
し
、

そ
し
て
近
世
・
近
代
へ
と
引
き
継
が
れ
た
と
す
る
、
兵
藤
裕
己
の
説
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

楠
木
正
成
ら
が
、『
太
平
記
』
の
構
想
（
源
平
の
「
武
臣
」
交
替
史
）
の
枠
組
み
を
と
び

こ
え
て
、
直
接
に
天
皇
に
「
忠
」「
忠
孝
」
を
尽
く
し
た
物
語
は
、「
忠
臣
」
正
成
・「
忠
孝
」

正
行
の
メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
、
後
世
の
歴
史
や
政
治
に
広
く
影
響
し
た
と
、
兵
藤
は
論
じ

る
の
で
あ
る
（25） 

。

言
う
ま
で
も
な
く
、
楠
木
正
成
・
正
行
に
代
表
さ
れ
る
「
忠
孝
」
の
モ
チ
ー
フ
形
成
の

起
源
は
、『
太
平
記
』
の
楠
木
正
成
・
正
行
を
語
る
言
葉
の
中
に
求
め
ら
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
以
下
、ま
ず
は
楠
木
正
成
・
正
行
父
子
に
つ
い
て
、い
か
な
る
文
脈
の
中
で
、「
忠
」

ま
た
「
忠
孝
」
が
語
ら
れ
た
か
に
つ
い
て
再
確
認
し
、
そ
の
上
で
、
さ
ら
に
楠
木
父
子
以

外
の
武
士
に
お
け
る
「
忠
」「
忠
孝
」
の
表
出
の
さ
れ
か
た
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。

・
楠
木
正
成

『
太
平
記
』
で
は
、
そ
の
神
秘
的
な
登
場
ぶ
り
に
加
え
、
一
連
の
奇
略
を
以
て
敵
を
翻

弄
す
る
楠
木
正
成
に
つ
い
て
、
ま
ず
「
智
略
・
智
謀
」
に
富
ん
だ
武
士
と
し
て
描
き
出
す
。

「
忠
」と
い
う
言
葉
で
正
成
が
語
ら
れ
る
の
は
、そ
の
自
害
に
至
る
場
面
に
お
い
て
で
あ
る
。

後
醍
醐
天
皇
の
建
武
政
権
が
瓦
解
し
、
世
は
再
び
内
乱
状
態
に
な
っ
た
。
足
利
尊
氏
の

上
洛
に
備
え
、
一
旦
京
都
か
ら
撤
退
す
る
の
を
進
言
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
な
か
っ
た
正
成

は
、
死
を
覚
悟
し
て
兵
庫
に
下
る
前
、
桜
井
で
嫡
子
正
行
に
対
し
、

正
成
す
で
に
討
死
す
と
聞
き
な
ば
、
天
下
は
か
な
ら
ず
将
軍
の
代
に
成
り
ぬ
と
心
う
べ

し
。
し
か
り
と
い
へ
ど
も
、
一
旦
の
身
命
を
助
か
ら
ん
た
め
に
、
多
年
の
忠
烈
を
失
つ

て
降
人
に
出
づ
る
事
あ
る
べ
か
ら
ず
。（26）

と
、
有
名
な
教
訓
を
残
す
。
当
初
、
同
じ
く
後
醍
醐
天
皇
側
に
立
っ
た
尊
氏
は
今
や
既

に
朝
敵
と
な
り
、「
義
を
重
ん
ず
る
者
は
少
な
く
、
利
に
移
る
人
は
多
け
れ
ば
」（27）
と
い

う
「
世
の
末
の
風
俗
」
の
中
で
、
命
や
利
益
の
た
め
に
「
主
」
を
変
え
る
武
士
が
多
く
い

る
中
、
一
貫
し
て
後
醍
醐
天
皇
を
支
え
た
正
成
は
、
息
子
正
行
に
も
引
き
続
き
同
じ
南
朝

側
の
主
君
へ
の
「
忠
烈
」
を
忘
れ
な
い
こ
と
を
要
求
す
る
。
さ
ら
に
、
正
成
が
湊
川
の
合

戦
で
、
弟
正
季
と
刺
し
違
え
て
自
害
し
た
後
、『
太
平
記
』
は
正
成
を
、
次
の
よ
う
に
絶

賛
し
て
い
う
。

そ
も
そ
も
元
弘
よ
り
こ
の
か
た
、
か
た
じ
け
な
く
も
こ
の
君
に
憑
ま
れ
ま
ゐ
ら
せ
て
、

忠
を
致
し
功
に
ほ
こ
る
者
幾
千
万
ぞ
や
。
し
か
れ
ど
も
こ
の
乱
ま
た
出
で
来
て
後
、
仁

を
知
ら
ぬ
者
は
朝
恩
を
捨
て
て
敵
に
属
し
、
勇
み
な
き
者
は
い
や
し
く
も
死
を
免
れ
ん

と
て
刑
戮
に
あ
ひ
、智
な
き
者
は
時
の
変
を
弁
ぜ
ず
し
て
道
に
違
ふ
事
の
み
有
り
し
に
、

智
・
仁
・
勇
の
三
徳
を
兼
ね
て
、
死
を
善
道
に
守
る
は
、
い
に
し
へ
よ
り
今
に
至
る
ま

で
、
正
成
ほ
ど
の
者
は
い
ま
だ
無
か
り
つ
る
に
、
兄
弟
と
も
に
自
害
し
け
る
こ
そ
、
聖
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（25）

『太平記』に描き出された武士像
─「忠」と「孝」を中心に─

主
ふ
た
た
び
国
を
失
つ
て
、
逆
臣
よ
こ
し
ま
に
威
を
振
る
ふ
べ
き
、
そ
の
前
表
の
し
る

し
な
れ
。（28）

こ
の
よ
う
に
、
元
弘
の
乱
か
ら
今
に
至
る
ま
で
の
歴
史
を
回
想
し
、
そ
の
中
に
あ
る
さ

ま
ざ
ま
な
武
士
の
様
子
を
通
覧
し
た
上
で
、「
逆
臣
」
と
な
っ
た
尊
氏
を
批
判
す
る
一
方
、

「
智
・
仁
・
勇
の
三
徳
」
を
兼
ね
た
理
想
像
と
し
て
、
古
今
未
曾
有
の
「
忠
臣
」
と
し
て
、

『
太
平
記
』
は
正
成
を
描
き
出
す
の
で
あ
る
。

・
楠
木
正
行

一
方
、
子
の
楠
木
正
行
は
父
の
遺
言
に
従
い
、
引
き
続
き
南
朝
に
仕
え
る
「
臣
」
と
し

て
、
ま
た
正
成
の
「
子
」
と
し
て
、
君
臣
関
係
と
父
子
関
係
の
両
方
に
立
場
を
置
く
。
で

は
、
こ
う
し
た
正
行
に
お
い
て
、「
忠
」
と
「
孝
」
は
い
か
に
語
ら
れ
た
の
か
。

四
条
畷
の
合
戦
に
入
る
前
、
正
行
が
最
後
の
合
戦
に
な
る
こ
と
を
覚
悟
し
、
吉
野
の
皇

居
へ
参
内
し
て
、
後
村
上
天
皇
に
拝
謁
し
て
語
る
話
の
中
に
、

有
待
の
身
思
ふ
に
ま
か
せ
ぬ
習
ひ
に
て
、
病
に
犯
さ
れ
早
世
つ
か
ま
つ
る
事
候
ひ
な

ば
、
た
だ
君
の
御
た
め
に
は
不
忠
の
身
と
な
り
、
父
の
た
め
に
は
不
孝
の
子
と
な
る
べ

き
に
て
候
ふ
あ
ひ
だ
、
今
度
師
直
・
師
泰
に
懸
け
合
ひ
、
身
命
を
尽
し
合
戦
つ
か
ま
つ

て
…
（29）

と
あ
る
。
師
直
・
師
泰
を
迎
え
撃
と
う
と
す
る
自
分
の
決
意
を
表
明
す
る
正
行
が
用
い
る

論
理
は
、
戦
わ
ず
に
死
ぬ
事
は
、
帝
に
は
「
不
忠
」、
父
に
は
「
不
孝
」
と
な
る
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
で
は
、
彼
は
い
か
に
し
て
帝
へ
の
「
忠
」
と
父
へ
の
「
孝
」
を
果
た
す
の

か
。
そ
れ
は
、
か
つ
て
正
行
の
母
が
正
行
を
諭
し
た
場
面
に
も
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

故
判
官
が
兵
庫
へ
向
ひ
し
時
、
な
ん
ぢ
を
桜
井
の
宿
よ
り
返
し
留
め
し
事
は
、
全
く
迹

を
弔
は
れ
ん
た
め
に
あ
ら
ず
。
腹
を
切
れ
と
て
残
し
置
き
し
に
も
あ
ら
ず
…
…
今
一
度

軍
を
起
し
、
御
敵
を
滅
ぼ
し
て
、
君
を
御
代
に
も
立
て
ま
ゐ
ら
せ
よ
…
（30）

と
い
う
父
の
遺
言
を
果
た
す
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
朝
敵
を
亡
ぼ
し
、
尊
氏
に
敗
れ

て
比
叡
山
へ
難
を
避
け
た
後
醍
醐
天
皇
を
再
び
位
に
付
け
る
こ
と
が
、「
忠
」
と
さ
れ
る

の
で
あ
る
。
後
醍
醐
天
皇
没
後
も
、
正
行
は
父
正
成
同
様
、
一
貫
し
て
南
朝
側
に
仕
え
、

二
代
の
帝
、後
村
上
天
皇
に
も「
忠
」を
果
た
そ
う
と
す
る
様
子
が
描
か
れ
る
。
と
同
時
に
、

母
の
教
訓
を
受
け
入
れ
て
父
の
後
を
追
っ
て
自
害
す
る
の
を
止
め
、
父
の
遺
言
を
守
っ
て

帝
に
「
忠
」
を
尽
く
し
た
こ
と
が
、
父
へ
の
「
第
一
の
孝
行
」（
巻
第
十
六
「
正
成
兵
庫

に
下
向
の
事
」）
と
評
価
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
物
語
に
登
場
し
て
以
来
、
一
貫
し
て
南
朝
を
支
え
、
二
代

に
わ
た
り
天
皇
に
「
忠
」
を
果
た
し
た
楠
木
正
成
・
正
行
、
父
の
遺
志
を
継
い
で
南
朝
に

「
忠
」
を
果
た
す
こ
と
で
父
へ
の
「
孝
」
を
尽
く
し
た
正
行
の
姿
が
、『
太
平
記
』
に
は
鮮

明
に
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

で
は
、
そ
の
他
の
武
士
た
ち
に
お
い
て
、「
忠
」
と
「
孝
」
は
ど
う
表
出
さ
れ
て
い
る

の
で
あ
ろ
う
か
。

・
塩
飽
入
道
聖
遠

『
太
平
記
』
の
巻
第
十
の
後
半
は
、
新
田
義
貞
軍
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
滅
亡
し
て
い
く

北
条
一
門
の
話
で
構
成
さ
れ
、
そ
こ
に
は
、
討
死
や
自
害
し
た
北
条
側
の
武
士
の
姿
が
多

く
描
か
れ
て
い
る
。武
士
が
ど
の
よ
う
な
心
情
を
も
っ
て
死
ん
で
い
っ
た
の
か
に
つ
い
て
、

ま
ず
は
塩
飽
入
道
聖
遠
が
自
害
す
る
場
面
を
例
に
見
て
み
よ
う
。

塩
飽
新
左
近
入
道
聖
遠
は
、
嫡
子
三
郎
左
衛
門
忠
頼
を
呼
び
、「
諸
方
の
攻
め
口
こ
と

ご
と
く
破
れ
、
御
一
門
た
ち
大
略
腹
切
ら
せ
た
ま
ふ
と
聞
え
け
れ
ば
、
入
道
も
守
殿
に

先
立
ち
ま
ゐ
ら
せ
て
、
そ
の
忠
義
を
知
ら
れ
た
て
ま
つ
ら
ん
と
思
ふ
な
り
…
（31）

「
武
運
の
傾
く
を
見
て
、
時
の
難
を
遁
れ
ん
が
た
め
に
」
遁
世
す
る
者
が
多
か
っ
た
時

代
（32） 

に
お
い
て
、
出
家
も
せ
ず
、
ま
た
裏
切
り
や
向
背
が
多
く
描
か
れ
る
『
太
平
記
』
の

中
で
、
元
の
主
を
変
え
て
新
し
い
主
人
に
従
う
の
で
も
な
く
、
運
命
を
悟
っ
た
後
も
な
お

元
の
主
人
北
条
高
時
側
に
立
っ
て
自
害
し
、
二
心
無
き
「
忠
義
」
を
示
す
聖
遠
の
姿
が
こ

こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。

・
小
山
田
太
郎
高
家

湊
川
合
戦
に
お
い
て
、
窮
地
か
ら
新
田
義
貞
を
救
う
た
め
に
討
死
し
た
小
山
田
太
郎
高

家
の
エ
ピ
ソ
ー
ド
、
特
に
、
彼
が
義
貞
の
た
め
に
討
死
し
た
理
由
は
、
次
の
よ
う
に
記
述

さ
れ
て
い
る
。
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（26）

于　　　君

義
貞
大
き
に
恥
ぢ
し
め
る
気
色
に
て
、「
高
家
が
法
を
犯
す
事
は
、
戦
ひ
の
た
め
に
罪

を
忘
れ
た
る
べ
し
。
い
か
さ
ま
士
卒
先
ん
じ
て
疲
れ
た
る
は
大
将
の
恥
な
り
。
勇
士
を

ば
失
ふ
べ
か
ら
ず
、
法
を
ば
乱
る
事
な
か
れ
」
と
て
、
田
の
主
に
は
小
袖
二
重
ね
与
へ

て
、
高
家
に
は
兵
粮
十
石
相
添
へ
て
色
代
し
て
ぞ
帰
さ
れ
け
る
。
高
家
こ
の
情
け
を
感

じ
て
忠
義
い
よ
い
よ
心
に
染
み
け
れ
ば
、
こ
の
時
大
将
の
命
に
替
は
り
、
た
ち
ま
ち
に

討
死
を
ば
し
た
る
な
り
。（33）

義
貞
は
、
青
麦
を
刈
っ
て
軍
規
を
犯
し
た
小
山
田
に
対
し
、
罰
せ
ず
、
却
っ
て
兵
粮
を

与
え
る
と
い
う
大
変
寛
大
な
処
置
を
取
っ
た
わ
け
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
義
貞
に
情
け
を

感
じ
、
彼
に
対
す
る
「
忠
義
」
心
が
高
ま
っ
た
が
故
に
、
義
貞
の
命
の
代
り
に
討
死
し
た

小
山
田
の
姿
が
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

わ
ざ
わ
ざ
こ
の
一
章
を
設
け
て
、
小
山
田
高
家
討
死
の
理
由
を
語
る
『
太
平
記
』
の

意
図
は
、
そ
の
最
後
の
一
句
、「
昔
よ
り
今
に
至
る
ま
で
、
さ
す
が
に
侍
た
る
程
の
者
は
、

利
を
も
思
は
ず
威
に
も
恐
れ
ず
、
た
だ
そ
の
大
将
に
よ
つ
て
身
を
捨
て
命
に
替
は
る
も
の

な
り
。
今
武
将
た
る
人
、
こ
れ
を
慎
ん
で
こ
れ
を
思
は
ざ
ら
ん
や
」（
巻
第
十
六
「
小
山

田
太
郎
高
家
青
麦
を
刈
る
事
」）か
ら
明
ら
か
に
な
る
。
従
来
武
士
た
る
者
の
理
想
は
、「
利

を
考
え
ず
、
ひ
た
す
ら
上
の
大
将
の
為
に
命
を
捨
て
る
」
者
だ
と
さ
れ
て
い
た
が
、
最
近

で
は
そ
う
い
う
武
士
が
少
な
い
。
そ
れ
故
、「
義
を
金
石
に
比
」
し
、「
命
を
塵
芥
・
鴻
毛

よ
り
も
軽
く
す
る
」
少
数
の
武
士
た
ち
の
側
に
関
心
が
あ
っ
た
『
太
平
記
』（34）
に
お
い
て
、

他
の
武
士
た
ち
へ
の
戒
め
と
し
て
、小
山
田
高
家
が
武
士
と
し
て
取
る
べ
き
行
動
を
と
り
、

大
将
を
救
う
為
に
我
が
命
を
顧
み
な
か
っ
た
こ
と
が
、「
忠
義
」
心
あ
る
武
士
と
し
て
特

筆
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

・
石
塔
右
馬
頭
頼
房

足
利
直
義
を
め
ぐ
る
幕
府
の
内
訌
を
ね
ら
っ
て
、
吉
野
側
は
新
田
の
残
党
に
決
起
を
促

す
。
も
と
も
と
尊
氏
幕
府
側
で
あ
っ
た
石
塔
四
郎
入
道
は
、
新
田
側
に
加
担
し
て
翌
日
の

合
戦
で
将
軍
尊
氏
を
討
と
う
と
す
る
自
分
の
計
画
を
息
子
の
右
馬
頭
頼
房
に
告
白
す
る
。

し
か
し
、
頼
房
は
ひ
ど
く
機
嫌
を
損
ね
、

「
弓
矢
の
道
二
心
あ
る
を
以
つ
て
恥
と
す
。
人
の
事
は
知
ら
ず
、
そ
れ
が
し
に
お
い
て

は
将
軍
に
深
く
頼
ま
れ
ま
ゐ
ら
せ
た
る
身
に
て
候
へ
ば
、
後
矢
射
て
名
を
後
代
に
失
は

ん
と
は
、
え
こ
そ
申
す
ま
じ
け
れ
。
兄
弟
・
父
子
の
合
戦
い
に
し
へ
よ
り
今
に
至
る
ま

で
無
き
事
に
て
候
は
ず
。
い
か
さ
ま
三
浦
介
・
葦
名
判
官
・
隠
謀
の
事
を
将
軍
に
告
げ

申
さ
ず
は
、
大
な
る
不
忠
な
る
べ
し
。
父
子
の
恩
義
す
で
に
絶
え
候
ひ
ぬ
る
上
は
、
今

生
の
見
参
は
こ
れ
を
限
り
と
お
ぼ
し
め
し
候
へ
」（35）

と
言
い
、
腹
を
立
て
て
将
軍
の
陣
へ
帰
っ
た
こ
と
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
頼
房
が
こ
こ
で

用
い
た
の
は
ま
ず
、「
弓
矢
の
道
二
心
あ
る
を
以
つ
て
恥
と
す
」
る
武
士
の
論
理
で
あ
る
。

頼
り
に
さ
れ
て
い
た
身
で
将
軍
に
後
ろ
矢
を
到
底
射
か
け
ら
れ
な
い
頼
房
は
、
兄
弟
・
父

子
と
の
合
戦
に
参
加
す
る
覚
悟
を
以
て
発
言
す
る
。
棒
線
部
か
ら
逆
に
考
え
る
と
、
頼
房

が
こ
れ
か
ら
取
ろ
う
と
す
る
の
は
、
父
た
ち
の
陰
謀
を
将
軍
尊
氏
に
告
げ
、
父
と
の
戦
に

な
っ
て
も
将
軍
の
味
方
を
す
る
、
と
い
う
主
君
尊
氏
に
対
す
る
二
心
無
き
「
忠
」
の
立
場

と
い
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

・
細
川
相
模
守
清
氏

足
利
幕
府
内
部
の
混
乱
を
描
い
た
第
三
部
で
は
、
佐
々
木
道
誉
の
無
礼
に
立
腹
し
た
山

名
師
氏
が
、
吉
野
殿
と
示
し
合
わ
せ
て
挙
兵
し
、
洛
中
で
戦
っ
て
義
詮
ら
を
京
都
か
ら
追

い
出
す
。
後
光
厳
帝
ら
一
行
が
義
詮
に
擁
護
さ
れ
都
を
落
ち
て
い
く
一
場
面
は
、
次
の
よ

う
に
あ
る
。

し
ば
し
の
御
逗
留
叶
は
で
、
主
上
ま
た
腰
輿
に
召
さ
れ
た
れ
ど
も
、
舁
き
ま
ゐ
ら
す
べ

き
駕
輿
丁
も
皆
逃
げ
失
せ
て
一
人
も
無
け
れ
ば
、
細
川
相
模
守
清
氏
、
馬
よ
り
飛
ん
で

下
り
徒
立
ち
に
な
り
、
鎧
の
上
に
主
上
を
負
ひ
ま
ゐ
ら
せ
て
、
塩
津
の
山
を
ぞ
越
え
ら

れ
け
る
。
子
推
が
股
の
肉
を
切
り
、
趙
盾
が
車
の
片
輪
を
た
す
け
し
も
、
こ
の
忠
に
は

過
ぎ
じ
と
ぞ
見
え
し
。（36）

帝
を
担
ぐ
人
が
誰
一
人
い
な
い
中
、細
川
が
帝
を
背
負
っ
て
塩
津
山
を
越
え
た
行
為
を
、

『
太
平
記
』
は
故
事
を
引
き
、
股
の
肉
を
切
っ
て
重
耳
を
救
う
、
ま
た
自
分
の
臂
で
趙
盾

の
車
を
支
え
る
行
為
に
も
勝
る
「
忠
」
だ
と
評
価
す
る
。
落
魄
の
後
光
厳
帝
の
遷
幸
の
中

で
、
天
皇
の
徒
歩
の
辛
苦
を
思
い
、
天
皇
を
背
負
っ
て
山
を
越
え
た
行
為
が
、
こ
こ
で
は
、

こ
の
上
な
い
「
忠
」
と
し
て
語
ら
れ
た
の
で
あ
る
。

・
本
間
源
内
兵
衛
資
忠

一
方
、『
太
平
記
』
中
に
は
、「
忠
」
ほ
ど
多
く
は
出
現
し
な
い
が
、「
孝
」
で
語
ら
れ
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（27）

『太平記』に描き出された武士像
─「忠」と「孝」を中心に─

る
武
士
の
姿
も
あ
る
。
そ
の
一
例
を
、
楠
木
正
行
以
外
の
例
で
も
示
し
て
お
こ
う
。

赤
坂
合
戦
に
お
い
て
、
北
条
側
の
関
東
軍
に
い
る
人
見
と
本
間
二
人
は
、
い
ち
早
く
幕

府
の
滅
亡
を
予
見
し
、
単
独
行
動
を
起
こ
し
て
覚
悟
の
上
の
壮
烈
な
討
死
を
遂
げ
る
。
そ

の
中
で
、
本
間
の
息
子
で
あ
る
源
内
兵
衛
資
忠
が
父
の
首
を
見
て
、
父
の
仇
討
ち
に
出
よ

う
と
し
た
時
、
彼
を
留
め
る
聖
の
話
の
中
に
、

父
子
と
も
に
討
死
し
た
ま
ひ
な
ば
、
た
れ
か
そ
の
跡
を
継
ぎ
、
た
れ
か
そ
の
恩
賞
を
か

う
む
る
べ
き
。
子
孫
無
窮
に
栄
ゆ
る
を
以
つ
て
、
父
祖
の
孝
行
を
あ
ら
は
す
道
と
は
申

す
な
り
…
（37）

と
あ
る
。
こ
の
聖
の
言
葉
に
示
さ
れ
る
「
孝
行
」
の
論
理
は
、
命
を
保
っ
て
、
父
の
討
死

か
ら
得
た
恩
賞
を
受
け
て
子
孫
の
繁
栄
を
は
か
る
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
れ
に
対
し

資
忠
は
ど
の
よ
う
な
行
動
を
と
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。

人
の
親
の
子
を
お
も
ふ
あ
は
れ
み
、
心
の
闇
に
迷
ふ
な
ら
ひ
に
て
候
ふ
あ
ひ
だ
、
と
も

に
討
死
せ
ん
事
を
悲
し
み
て
、
わ
れ
に
知
ら
せ
ず
し
て
、
た
だ
一
人
討
死
し
け
る
に
て

候
ふ
。
相
伴
ふ
者
無
く
て
、
中
有
の
途
に
迷
ふ
ら
ん
、
さ
こ
そ
と
思
ひ
や
ら
れ
候
へ
ば
、

同
じ
く
討
死
つ
か
ま
つ
て
、
無
き
後
ま
で
父
に
孝
道
を
尽
し
候
は
ば
や
と
存
じ
て
、
た

だ
一
騎
相
向
つ
て
候
ふ
な
り
。
城
の
大
将
に
、
こ
の
由
を
申
さ
れ
候
ひ
て
、
木
戸
を
開

か
れ
候
へ
。
父
が
討
死
の
所
に
て
、
同
じ
く
命
を
止
め
て
、
そ
の
望
み
を
達
し
候
は
ん
」

と
慇
懃
に
事
を
請
ひ
、
涙
に
咽
ん
で
ぞ
立
つ
た
り
け
る
。（38）

上
の
引
用
は
、
父
が
討
死
し
た
赤
坂
城
の
近
く
に
来
て
、
城
中
の
武
士
た
ち
に
投
げ
か

け
た
資
忠
本
人
の
言
葉
で
あ
る
。
子
へ
の
愛
情
の
た
め
、
子
に
知
ら
せ
ず
に
討
死
し
た
父

に
対
す
る
「
孝
道
」
を
尽
く
す
た
め
、
あ
の
世
の
父
の
道
連
れ
と
し
て
、
父
と
同
じ
場
所

で
討
死
す
る
こ
と
を
願
う
資
忠
の
姿
が
、
こ
こ
に
は
描
か
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
前
文
の

聖
の
「
孝
行
」
の
論
理
と
は
異
な
る
資
忠
の
行
動
で
あ
る
。
そ
う
し
た
資
忠
に
、
城
中
の

武
士
た
ち
も
「
そ
の
志
孝
行
に
し
て
、相
向
ふ
と
こ
ろ
や
さ
し
く
あ
は
れ
な
る
を
感
じ
て
」

と
い
う
態
度
を
示
す
。
ま
た
、討
死
し
た
資
忠
に
対
し
、『
太
平
記
』は
共
感
を
こ
め
て
、「
た

め
し
な
き
忠
孝
の
勇
士
に
て
、
家
の
た
め
に
栄
名
あ
り
」
と
、
死
後
の
父
を
追
っ
て
討
死

し
た
の
は
、
父
へ
の
「
孝
」
と
な
る
一
方
、
北
条
幕
府
へ
の
「
忠
」
で
も
あ
る
と
記
す
の

で
あ
る
。

・
ま
と
め

以
上
、『
太
平
記
』
中
さ
ま
ざ
ま
な
場
面
で
語
ら
れ
た
武
士
の
「
忠
」
と
「
孝
」
の
あ

り
方
を
提
示
し
て
き
た
。
そ
の
中
身
を
ま
と
め
れ
ば
、
以
下
の
よ
う
に
な
る
だ
ろ
う
。

楠
木
正
成
・
正
行
父
子
の
場
合
に
見
ら
れ
る
、
こ
れ
ま
で
も
多
く
論
じ
ら
れ
て
き
た
、

南
朝
の
天
皇
と
そ
の
臣
下
と
い
う
「
君
臣
関
係
」
に
お
け
る
「
忠
」、
塩
飽
入
道
聖
遠
・

小
山
田
太
郎
高
家
・
石
塔
右
馬
頭
頼
房
ら
と
そ
れ
ぞ
れ
の
「
主
」
に
見
ら
れ
る
武
士
間
の

主
従
関
係
に
表
出
さ
れ
る
「
忠
」（
忠
義
）、
さ
ら
に
、
北
朝
天
皇
と
細
川
清
氏
の
君
臣
関

係
に
お
け
る
「
忠
」、
こ
の
よ
う
に
「
忠
」
の
対
象
は
さ
ま
ざ
ま
で
あ
り
、
そ
し
て
「
忠
」

は
、南
朝
天
皇
に
終
始
仕
え
て
「
臣
」
と
し
て
の
節
を
全
う
す
る
行
動
の
中
、各
々
の
「
主
」

に
二
心
無
き
こ
と
を
示
す
た
め
に
伴
わ
れ
る
討
死
・
自
害
、
北
朝
天
皇
の
辛
苦
を
思
い
や

る
心
か
ら
起
っ
た
行
為
な
ど
、
実
に
多
様
な
形
で
表
出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

一
方
、
孝
に
関
し
て
言
え
ば
、
父
の
遺
言
と
母
の
教
訓
を
守
り
、
長
い
年
月
を
か
け
て

父
の
遺
志
を
貫
い
た
楠
木
正
行
の
「
孝
」
と
、
子
孫
の
繁
栄
を
も
背
後
に
し
、
亡
き
父
の

あ
の
世
の
道
連
れ
に
な
ろ
う
と
討
死
し
た
資
忠
の
「
孝
」
の
、
二
つ
の
あ
り
方
が
『
太
平

記
』
に
は
表
わ
さ
れ
て
い
る
。

そ
し
て
こ
の
正
行
と
資
忠
に
見
ら
れ
る
二
つ
の
異
な
る
「
孝
」
の
あ
り
方
が
、
と
も
に

「
忠
」
と
連
動
し
て
表
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
も
注
目
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
正
行
に
見
ら

れ
る
「
孝
」
は
、
父
の
遺
志
を
継
い
で
南
朝
側
二
代
の
天
皇
に
「
忠
」
を
果
た
し
た
こ
と

が
前
提
と
さ
れ
る
。
一
方
、
無
き
父
の
あ
の
世
の
「
孝
行
」
を
尽
く
す
た
め
討
死
し
た
資

忠
に
対
し
、『
太
平
記
』
は
、
彼
を
「
た
め
し
な
き
忠
孝
の
勇
士
」
と
記
し
て
い
る
。
本

稿
の
前
半
で
示
し
た
『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
平
重
盛
の
場
合
、
父
と
主
君
の
対
立
と
い

う
背
景
の
下
、「
孝
」
と
「
忠
」
は
二
律
背
反
す
る
形
で
情
感
を
込
め
て
語
り
出
さ
れ
て

い
た
。
し
か
し
、『
太
平
記
』
に
お
け
る
正
行
と
資
忠
の
二
場
面
に
は
、「
孝
」
と
「
忠
」

の
対
立
と
い
っ
た
モ
チ
ー
フ
は
見
い
だ
せ
な
い
。『
太
平
記
』
に
お
い
て
、『
平
家
物
語
』

と
は
異
な
る
武
士
の
「
孝
」
と
「
忠
」
の
つ
な
が
り
、
連
続
が
表
出
さ
れ
て
い
る
と
も
言

え
る
だ
ろ
う
（39） 

。

四
、『
太
平
記
』
に
描
き
出
さ
れ
た
武
士
像

〈
貴
族
的
〉
色
合
い
を
帯
び
た
武
士
、
平
重
盛
に
代
表
さ
れ
る
、『
平
家
物
語
』
の
「
忠

臣
孝
子
」
像
が
、「
諫
言
」
の
場
に
お
い
て
語
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、『
太
平
記
』
で
は
、

多
く
の
場
合
、
武
士
の
本
分
で
あ
る
戦
の
場
面
で
、
実
に
多
様
な
「
忠
」
と
「
孝
」
で
表
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（28）

于　　　君

さ
れ
た
武
士
の
生
々
し
い
姿
が
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。

「
二
君
に
仕
え
ず
」、
父
子
二
代
に
亘
っ
て
一
貫
し
た
倫
理
を
堅
持
し
て
南
朝
側
の
天

皇
を
支
え
続
け
た
武
士
、「
主
」
と
運
命
を
共
に
し
、
二
心
無
き
こ
と
を
証
明
す
る
た
め

自
害
し
た
武
士
、「
主
」
の
命
の
代
り
に
討
死
し
た
武
士
、
父
兄
と
対
抗
し
て
ま
で
「
主
」

を
裏
切
ら
な
い
武
士
、
北
朝
天
皇
の
旅
路
の
辛
苦
を
思
い
や
る
武
士
な
ど
が
、『
太
平
記
』

に
は
「
忠
臣
」
ま
た
「
忠
義
」
心
あ
る
武
士
と
し
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
父
の
遺
志
を
貫
い
て
き
た
武
士
、
亡
父
の
後
を
追
っ
て
あ
の
世
で
の
父
へ
の

道
連
れ
と
な
る
た
め
に
討
死
し
た
武
士
が
、「
忠
臣
孝
子
」
と
し
て
、『
太
平
記
』
に
描
き

出
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

こ
う
し
て
、『
太
平
記
』
に
は
、
こ
れ
ま
で
主
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
き
た
楠
木
父
子
に

限
ら
ず
、
さ
ま
ざ
ま
な
武
士
の
相
異
な
る
「
主
従
関
係
」
の
中
で
、「
主
」
に
「
忠
」
を

尽
く
し
た
武
士
の
姿
が
、
ま
た
、「
君
臣
関
係
」
と
「
父
子
関
係
」
の
統
合
の
中
で
、「
忠
」

と
「
孝
」
の
両
方
を
尽
く
し
た
武
士
の
姿
が
、
描
き
出
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

本
稿
冒
頭
に
記
し
た
よ
う
に
、
楠
木
父
子
は
後
に
、「
忠
義
」・「
忠
孝
一
致
」（
忠
孝
両

全
）
を
代
表
す
る
武
士
像
の
一
原
型
、
さ
ら
に
「
忠
君
愛
国
」
の
鑑
と
し
て
仰
が
れ
て
き

た
。
そ
れ
は
た
し
か
に
、『
太
平
記
』
中
の
楠
木
父
子
に
関
わ
る
「
忠
」、「
忠
」
と
「
孝
」

の
相
矛
盾
し
な
い
現
れ
方
の
記
述
を
起
点
と
し
て
形
作
ら
れ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
し
か

し
他
方
、『
太
平
記
』
に
は
、
後
世
の
南
朝
正
統
観
・「
忠
」
の
対
象
を
天
皇
に
限
定
す
る

水
戸
学
の
思
想
や
、戦
前
・
戦
中
の
歴
史
政
治
的
要
請
な
ど
と
は
関
わ
り
無
い
、「
忠
」、「
忠

孝
」
で
語
ら
れ
た
武
士
の
姿
が
、
楠
木
父
子
に
代
表
さ
れ
る
特
定
の
武
士
以
外
に
も
多
く

見
ら
れ
た
こ
と
は
看
過
で
き
な
い
こ
と
で
あ
る
。
ま
た
、『
太
平
記
』
に
「
恩
」
と
い
う

言
葉
が
多
出
し
、
こ
れ
ま
で
思
想
史
的
に
あ
ま
り
重
要
視
さ
れ
な
か
っ
た
、「
報
恩
」
す

る
武
士
の
姿
も
描
き
出
さ
れ
て
い
る
こ
と
（40） 

も
考
え
合
わ
せ
る
と
、
歴
史
上
、
た
え
ず
語

り
直
さ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
日
本
の「
武
士
像
」の
解
明
に
お
い
て
、『
太

平
記
』
中
の
武
士
を
語
る
「
言
葉
」
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
で

あ
ろ
う
。

【
注
】

（1） 

本
稿
で
は
、
本
文
の
引
用
は
、
慶
長
八
年
古
活
字
本
を
底
本
と
し
た
、『
新
潮
日
本
古

典
集
成
』（
新
潮
社
）
所
収
の
山
下
宏
明
校
註
・
訳
『
太
平
記
』（
一
〜
五
）
に
よ
る
。

（2） 

詳
し
く
は
、拙
稿
「
軍
記
物
語
り
に
描
か
れ
た
武
士
像―

『
平
家
物
語
』
と
『
太
平
記
』

に
お
け
る―

」（
広
島
大
学
大
学
院
教
育
学
研
究
科
第
二
部（
文
化
教
育
開
発
関
連
領
域
）

第
六
十
三
号
、
二
〇
一
四
年
、
三
二
八
〜
三
三
六
頁
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（3） 

例
え
ば
、「
忠
は
万
人
の
上
に
立
つ
べ
し
」（
前
掲
『
太
平
記
』（
一
）、一
二
六
頁
）、「
後

の
合
戦
の
た
め
に
命
を
全
う
し
た
ら
ん
こ
そ
、忠
義
を
存
じ
た
る
者
な
り
け
り
と
」（
前

掲
『
太
平
記
』（
二
）、
二
八
頁
）、「
多
年
の
忠
烈
を
失
つ
て
降
人
に
出
づ
る
事
あ
る
べ

か
ら
ず
」（
前
掲
『
太
平
記
』（
三
）、
六
〇
頁
）
な
ど
。

（4） 

以
上
、
加
美
弘
「
政
治
・
軍
学
の
書
と
し
て
読
ま
れ
た
『
太
平
記
』」（『
国
文
学
解
釈

と
鑑
賞
』
五
六
（
八
）、
一
九
九
一
年
八
月
、
一
一
八
〜
一
二
二
頁
）、
同
「『
太
平
記
』

評
価
と
受
容
の
系
譜―

『
太
平
記
評
判
』
か
ら
『
私
本
太
平
記
』
ま
で
」（『
国
文
学
解

釈
と
教
材
の
研
究
』
三
六
（
二
）、一
九
九
一
年
二
月
、一
一
八
〜
一
二
三
頁
）
を
参
照
。

（5） 

（1）
「
教
材
と
し
て
の
太
平
記
（
そ
の
一
）―

天
皇
制
教
育
へ
の
形
象
化―

」（『
日
本

文
学
』
三
一
（
一
）、
一
九
八
二
年
、
九
二
〜
一
〇
二
頁
）、
（2）
「
天
皇
制
教
育
と
正
成

像―

『
幼
学
綱
要
』
を
中
心
に―

」（『
日
本
文
学
』
三
九
（
一
）、
一
九
九
〇
年
一
月
、

一
八
〜
二
六
頁
）、（3）「『
太
平
記
』受
容
の
変
遷―

正
成
を
中
心
に―

」〈
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、

杉
本
圭
三
郎
、
他
〉（『
言
語
と
文
芸
』（
一
〇
七
）、
一
九
九
一
年
八
月
、
五
〜
五
三
頁
）、

（4） 

「『
太
平
記
』
と
小
学
唱
歌―

楠
木
父
子
を
中
心
に―

」（『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』

五
六
（
八
）、
一
九
九
一
年
八
月
、
一
四
四
〜
一
四
九
頁
）、
（5）
「
天
皇
制
教
育
と
太

平
記―

正
成
・
正
行
像
の
軌
跡―

」（『
日
本
文
学
』
四
五
（
三
）、
一
九
九
六
年
三

月
、
一
三
〜
二
三
頁
）、
（6）
「
天
皇
制
下
に
お
け
る
歴
史
教
育
と
太
平
記―

正
成
・
正

行
像
の
変
容―

」（『
聖
徳
大
学
研
究
紀
要
人
文
学
部
』
九
、一
九
九
八
年
、
一
三
二
〜

一
四
〇
頁
）、

（7） 「
歴
史
唱
歌
と
太
平
記―

「
幼
少
」の「
脳
髄
ニ
感
覚
セ
シ
メ
」た
忠
孝
の
教
え―

」（『
聖

徳
大
学
研
究
紀
要
人
文
学
部
』
一
二
、二
〇
〇
一
年
、
一
二
八
〜
一
三
四
頁
）。

（6） 

八
木
聖
弥
『
太
平
記
的
世
界
の
研
究
』
思
文
閣
出
版
、一
九
九
九
年
、五
四
〜
七
七
頁
、

参
照
。

（7） 

森
田
貴
之
「『
太
平
記
』
テ
ク
ス
ト
の
両
義
性―

宣
房
・
藤
房
の
出
処
と
四
書
受
容
を

め
ぐ
っ
て―

」（『
太
平
記
』
国
際
研
究
集
会
編
『『
太
平
記
』
を
と
ら
え
る―

第
一
巻
』

笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年
）。

（8） 

論
文
「『
平
家
物
語
』
に
お
け
る
武
士
の
「
孝
」
と
「
忠
」」（
広
島
大
学
大
学
院
教
育

学
研
究
科
紀
要　

第
二
部
（
文
化
教
育
開
発
関
連
領
域
）
第
六
二
号　

二
〇
一
三
年
、

三
九
六
〜
四
〇
四
頁
）。

（9） 
本
文
の
引
用
は
、
高
野
本
（
覚
一
別
本
）
を
底
本
と
し
た
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全

集
』（
小
学
館
）
所
収
の
市
古
貞
次
校
註
・
訳
『
平
家
物
語
』（
一
九
九
四
年
）
に
よ
る
。

（10） 

以
下
﹇
二
﹈
は
、
前
掲
論
文
（
注
（8）
）
の
一
部
を
、
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。

（11） 

前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
六
六
頁
。

（12） 

前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
二
二
六
〜
二
二
七
頁
。

（13） 

前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
二
二
七
頁
。
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（29）

『太平記』に描き出された武士像
─「忠」と「孝」を中心に─

（14） 

儒
教
に
言
う
孝
と
は
、（
一
）
祖
先
の
祭
祀
（
招
魂
儀
礼
）、（
二
）
父
母
へ
の
敬
愛
、（
三
）

子
孫
を
生
む
こ
と
の
三
行
為
を
総
括
す
る
内
容
で
あ
る
こ
と
が
、
加
地
伸
行
に
よ
っ
て

指
摘
さ
れ
て
い
る
（『
儒
教
と
は
何
か
』
中
公
新
書
、
一
九
九
〇
年
、
一
九
頁
、
参
照
）。

（15） 
前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
一
三
七
頁
。

（16） 

前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
一
三
七
頁
、
注
一
二
を
参
照
。

（17） 

平
重
盛
の
後
白
河
院
に
対
す
る
態
度
に
つ
い
て
、『
古
文
孝
経
』
序
に
述
べ
ら
れ
て
い

る
臣
下
の
君
主
に
対
す
る
無
条
件
服
従
を
「
忠
」
と
す
る
『
平
家
物
語
』
作
者
の
考
え

方
に
よ
る
と
さ
れ
る
。『
平
家
物
語
』
の
平
重
盛
と
『
孝
経
』
受
容
に
つ
い
て
は
、
清

宮
剛
「
平
重
盛
と
『
孝
経
』―

日
中
君
臣
観
比
較
の
一
例
と
し
て―

」（
山
形
県
立
米

沢
女
子
短
期
大
学
紀
要
、
二
十
九
号
、
平
成
六
年
十
二
月
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（18） 

前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
一
三
七
〜
一
三
八
頁
。

（19） 

道
端
良
秀
『
仏
教
と
儒
教
倫
理―

中
国
仏
教
に
お
け
る
孝
の
問
題
』
平
楽
寺
書
店
、

一
九
六
八
年
、
二
七
〜
二
八
頁
、
参
照
。

（20） 

前
掲
『
平
家
物
語
』
①
、
一
四
三
頁
。

（21） 

加
地
伸
行
・
全
校
註
『
孝
経
』（
講
談
社
学
術
文
庫
、
二
〇
一
〇
年
）
の
中
で
、
加
地

は
『
孝
経
』
各
章
の
特
色
を
述
べ
る
際
、『
孝
経
』
の
第
十
五
章
「
諌
争
」
に
対
し
、「
こ

の
章
は
特
異
で
あ
る
。
孝
と
い
え
ば
、
親
が
子
に
対
し
て
絶
対
的
服
従
を
強
い
る
よ
う

な
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
し
か
し
、『
孝
経
』
は
そ
う
と
は
し
な
い
。
親
に
も
過
ち
が
あ

る
こ
と
を
認
め
、
そ
う
し
た
不
義
に
対
し
て
諌
言
す
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
説
く
。
し
か

も
親
子
間
の
問
題
だ
け
と
は
し
な
い
で
、
天
子
・
諸
侯
・
大
夫
そ
れ
ぞ
れ
に
お
い
て
そ

の
臣
は
諫
言
す
べ
き
と
す
る
。
士
の
場
合
は
、
友
人
が
諫
言
を
す
べ
き
と
す
る
。
つ
ま

り
、
孝
は
人
間
関
係
に
お
い
て
絶
対
服
従
と
い
う
よ
う
な
単
純
な
意
味
で
は
な
い
事
を

主
張
し
て
い
る
」（
一
四
二
頁
）
と
述
べ
る
。

（22） 

前
文
で
も
述
べ
た
よ
う
に
、平
重
盛
に
体
現
さ
れ
る「
諌
む
る
子
」と
し
て
の「
孝
子
論
」

は
、「
父
清
盛
を
拘
束
し
て
、政
権
の
安
定
を
図
る
べ
き
」
だ
と
す
る
近
世
の
「
孝
子
論
」

と
の
違
い
に
つ
い
て
、
武
田
昌
憲
に
よ
っ
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
（
武
田
昌
憲
「
平
重
盛

『
平
家
物
語
』の
孝
子
説
話
」『
ア
ジ
ア
遊
学
No. 

112
』（
特
集
ア
ジ
ア
の
孝
子
物
語
）所
収
）。

（23） 

引
用
は
、
本
文
は
善
本
と
さ
れ
る
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
本
（
片
仮
名
本
）
を
底
本
と

し
た
、『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
』（
小
学
館
、
一
九
九
七
年
）
所
収
の
浅
見
和
彦
校

註
・
訳
『
十
訓
抄
』（
二
〇
九
頁
）
に
よ
る
。

（24） 

説
話
文
学
会
「
編
」『
説
話
文
学
研
究
』（
三
六
）、
三
協
社
、
二
〇
〇
一
年
、
一
三
五

〜
一
四
六
頁
。

（25） 

兵
藤
裕
己
『
太
平
記
〈
よ
み
〉
の
可
能
性―

歴
史
と
い
う
物
語
』（
講
談
社
選
書
メ

チ
ェ
、一
九
九
五
年
）、同
「
物
語
と
し
て
の
政
治
史―

『
太
平
記
』
を
中
心
に―

」（
苅

部
直
ほ
か
編
『
日
本
思
想
史
講
座
２―

中
世
』
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
一
二
年
、
所
収
）、

参
照
。

（26） 

前
掲
『
太
平
記
』（
三
）、
六
〇
頁
。

（27） 

前
掲
『
太
平
記
』（
二
）、
一
六
五
頁
。

（28） 

前
掲
『
太
平
記
』（
三
）、
七
五
頁
。

（29） 

前
掲
『
太
平
記
』（
四
）、
一
五
六
頁
。

（30） 

前
掲
『
太
平
記
』（
三
）、
九
三
頁
。

（31） 

前
掲
『
太
平
記
』（
二
）、
一
一
八
頁
。

（32） 

前
掲
『
太
平
記
』（
二
）、
当
該
章
段
に
対
す
る
校
註
者
山
下
宏
明
の
頭
注
、
参
照
、

一
二
〇
頁
。

（33） 

前
掲
『
太
平
記
』（
三
）、
八
一
〜
八
二
頁
。

（34） 

兵
藤
裕
己『
太
平
記
』（
二
）岩
波
文
庫
、二
〇
一
四
年
、「
解
説
２
」を
参
照
、五
三
七
頁
。

ま
た
、
同
様
の
記
述
は
兵
藤
裕
己
『
王
権
と
物
語
』（
岩
波
書
店
、
二
〇
一
〇
年
「
初

出
は
一
九
八
二
年
」）、
一
二
一
〜
一
二
二
頁
に
も
見
ら
れ
る
。

（35） 

前
掲
『
太
平
記
』（
四
）、
四
三
五
頁
。

（36） 

前
掲
『
太
平
記
』（
五
）、
三
四
頁
。

（37） 

前
掲
『
太
平
記
』（
一
）、
二
七
五
頁
。

（38） 

前
掲
『
太
平
記
』（
一
）、
二
七
七
頁
。

（39） 

両
作
品
に
お
け
る
「
孝
」
と
「
忠
」
の
表
出
の
さ
れ
方
の
相
違
は
、
後
世
に
与
え
る

影
響
と
し
て
、
江
戸
末
期
に
頼
山
陽
が
『
日
本
外
史
』
の
中
で
、
重
盛
は
「
忠
な
ら
ん

と
欲
す
れ
ば
孝
な
ら
ず
、
孝
な
ら
ん
と
欲
す
れ
ば
忠
な
ら
ず
」
と
嘆
い
た
、
と
書
い
た

の
が
有
名
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
、『
平
家
物
語
』
の
重
盛
の
語
り
（
注
（18）
）
に

見
ら
れ
る
、「
忠
」
と
「
孝
」
の
矛
盾
し
た
現
れ
方
を
踏
ま
え
た
上
で
の
記
述
で
あ
る
。

一
方
、『
太
平
記
』
の
正
行
の
例
に
見
ら
れ
る
「
孝
」
と
「
忠
」
の
矛
盾
無
き
現
れ
方
は
、

戦
時
・
戦
中
で
は
、正
行
が
「
忠
孝
両
全
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
語
ら
れ
続
け
て
き
た
（
石

毛
慎
一
「
忠
孝
一
致
に
お
け
る
軍
隊
思
想
と
教
育
思
想―

明
治
末
期
に
お
け
る
中
学
漢

文
教
材
か
ら―

」（『
軍
事
史
学
』（
三
七
）四
、二
〇
〇
二
年
）。
そ
し
て
今
回
考
察
し
た
、

資
忠
の
例
か
ら
も
、『
太
平
記
』
中
で
は
、
実
際
に
「
孝
」
と
「
忠
」
の
矛
盾
が
見
ら

れ
な
い
。
同
じ
く
「
忠
」
と
「
孝
」
の
両
方
で
語
ら
れ
た
両
作
品
の
武
士
像
で
あ
る
が
、

そ
の
現
れ
方
の
違
い
に
よ
っ
て
、「
忠
」
と
「
孝
」
の
両
立
を
図
る
の
に
苦
し
む
『
平

家
物
語
』
の
重
盛
よ
り
、『
太
平
記
』
中
の
正
行
・
資
忠
に
見
ら
れ
る
「
忠
」
と
「
孝
」

の
両
立
が
成
り
立
っ
た
物
語
の
方
が
、
江
戸
後
期
の
水
戸
学
を
経
て
、
さ
ら
に
戦
前
・

戦
中
に
お
け
る
「
忠
君
愛
国
」
教
育
の
中
で
、「
忠
孝
一
致
」
の
モ
デ
ル
と
し
て
よ
り

多
く
と
り
上
げ
ら
れ
る
。
実
際
に
、
政
治
的
に
、『
太
平
記
』
が
後
世
に
与
え
る
影
響

は
『
平
家
物
語
』
を
遥
か
に
越
え
る
こ
と
が
、
既
に
多
く
の
研
究
者
に
よ
っ
て
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
そ
の
要
因
の
一
つ
に
、
本
稿
で
考
察
し
た
両
作
品
に
見
ら
れ
る
「
孝
」
と

「
忠
」
の
出
現
の
仕
方
の
違
い
に
見
る
こ
と
も
重
要
で
あ
ろ
う
。

（40） 「『
太
平
記
』
に
描
き
出
さ
れ
た
武
士
像―

「
恩
」
と
い
う
言
葉
か
ら
」（
現
在
、投
稿
、

査
読
中
）。
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（30）

于　　　君

The Samurai Image in Taiheiki
─　Tyu and Kou　─

 Yu Jun

Abstract: The research assignment deals with the question of how the samurai image was 
formed in Japan, particularly in Gunki monogatari (war tales) in the Middle Ages, with a focus 
on how samurai was described in a battle scenario. The purpose of this paper is to explore 
the image of samurai in Taiheiki. The most important aspect of samurai image in Taiheiki is its 
description using the word 忠 (tyu: loyalty) and 孝 (kou: fi lial piety). As we all know, Kusunoki 
Masashige has been considered as the most famous loyal retainer ( 忠臣 ). His son Kusunoki 
Masatsura is also well known because of his tyu and kou. Their unique image formed over 
a period of time not only how Taiheiki was perceived historically or politically, but also how 
it was described in Taiheiki. In the long periods of wars described in Taiheiki, several other 
kinds of samurai have been described by the words tyu and kou. However, not much research 
has been conducted on their contributions. This paper investigates how samurai acted when 
described by the words tyu and kou in battles. In addition, it presents a comparison with the 
case of another Gunki monogatari called Heike Monogatari. The comparison off ers a suitable 
way of clarifying how diff erent samurai image has been expressed in Taiheiki.

Key words: Taiheiki, Samurai image, Tyu, Kou
キーワード：太平記，武士像，忠，孝
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