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武

士

道

の
･

源

流

ノ

上

多
･

助

∵

武
士

道
と
い

ふ

の

は

主

と

し

で

江
戸
時

代
り

武
士

の

道
徳
を

稀
し

空
白

某
で

あ

ら
う

が
､

そ

の

薪
芽
は

中

頃
時

代
の

つ

は

屯

の

中
期
武
士

が

歴
史
の

上

に

現

は

れ

は

じ
め

た

頃
か

ら

見

え
､

昔
時
彼
等
の

間
に

行
は

れ

て

ゐ

溌

道
徳
的
慣
習

を
｢

兵

の
.

造
+

或
は

｢

弓

馬
の

習
む
L

と
呼

び
､

武
士

売

る

も
の

ゝ

賓
践
窮
行
す
べ

き

生
活
の

規
範
と

考
へ

て

ゐ

た
｡

､

こ

ゝ

に

論

題
を

｢

武
士

道
の

汲
流
+

と

し

た

の

は
､

後
世
の

尊
者
の

間
に

論
議
せ

ら

れ

溌

武
士

道
の

問
題
と

直
別

し

て
､

平

安
時

l

代
か

ら

鎌
倉
時
代
に

か

け

て

行
は

れ

ね

武
士

の

賓
践
道
徳
を

語
ら

ん

が

鳥
で

あ
.
る

｡

一

大

化
の

改
新
以
凍

､

朝
蔑

は

階
唐
の

軸
度
に

倣
つ

て

中
央

集
権
の

政

府
を

樹

立

す
る

と
共

に
､

廉
く

支
邦
文

他
の

移

入

に

カ
を

傾
･
け

た

の

で

あ
る

が
､

奈
良
時
代
に

は
､

政

府
の

要
職
に

あ

る

も
の

ゝ

間
に

国
家
観
念
が

旺

盛
で

あ
う

た

か
一

ら

J
外
囲
文

牝
･

の

移
入

.
に

伴
ふ

弊
害
も

､

威
し
■

で
･
い

へ

ば

未
だ

多
く
･
憂
ふ

る

把

室
ち

孝
か

つ
.
溌

｡

然
.
滋

把

奉
安
時

代
･
妃
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一

橋

論

叢

第
一

巻

第
六

鍍

を

各

と
､

普
時
の

貴
族
の

唐
の

文

化
に

射
す
る

開
心

は
､

こ

れ

に

よ

つ

て

国

家
の

隆
盛
を

困
ら
ん

と
し

充

の

で

な

く
､

■

料

率
ろ

凰

家
の

鰹
面

を

飾
ら
威
儀
を

備
へ

ん

と
し

溌

の

で

あ
つ

て
､

そ

の

放
つ

て

漢
詩
漢
文

を

尊
び

､

書
温
昔
顛
を

善
く

し
､

.
坐

作
造

過
､

.

苛
も
鰻

に

違
ふ

こ

と
を

恥

辱
と

し

溌

の

も
､

要
す
る

に

貴
族
と

し

て

の

教
養
を

誇
ら
ん

と

す
る

に

過

ぎ
を

か

つ

た
｡

そ

の

結
果

､

平

安

時
代
の

中
期
以
後

､

朝
廷
の

政

治
は

煩
項
を

る

形

式
を

の

み

重
ん

ず

る

鎧
文

主
義
に

惰
ら

､

朝
故

に

開
か

る

公

卿
は

囲

利
民

頑
を

顧
み
サ

詩
歌
管
絃
の

遊
戯
に

耽
る

主

情
主

義
の

虜
と

な

つ

て

し

せ
つ

た
｡

併
し

､

か

く

の

如

き

状
態
は

全

く
一

部
の

貴
族
に

限
ら

れ

発

こ

と

で

あ
つ

て
､

大
部
分
の

国
民
は

､

平

安
時

代
と
い

へ

ど
も
古

家
の

素
朴
な

生
活
を

螢
ん

で

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

大

化
の

改

新
に

よ

る

制
度
の

蓼
革
が

､

一

般
の

国

民
生
柄
に
･
せ

で

浸
潤
す
る

の

は

容
易
な

こ

と
で

は

な

か

つ

た
｡

国
造

･

稀
主
を

摩
し

て

地

方

の

政

権
を

中
央

に

収
め

､

更
に

中
央
か

ら
地

方

官
を

況

し

て

行
政

の

任
に

督
ら
し

め

潅

が
､

彼
等
は

赴
任
す
る

こ

と

を

好

せ

サ
､

亀
任
の

潮
が

廉
く
布
は

れ

て
､

地

方

官
と

は
い

へ

､

常
に

中
央
に

あ
つ

て

単
に

そ

の

資
給
を

受
け

､

任
地

に

赴
く

こ

と

は

あ

つ

て

も
直
ぐ
に

京
都
に

引

返
し

て

し

せ
つ

寛

せ
溌

朝
廷
は

儒
教
を

教
化
の

手
段
と

為
し

､

諸
国

に

国

分
寺
を

建
て

ゝ

伊
侶
を

遣
は

し
､

地

方

人

民
の

威
化
教
導
に

曽
ら

し

め

た

が
､

奈
良
時

代
の

末
に

於
い

て

も
､

諸
国
と

も
通
常
な

僧
侶
を

得
る

こ

と
が

で

き

サ
､

教
化
指
導
す
る

ど
こ

ろ

か
､

地

方
人
民
か

ら
却
て

そ

の

無
識
を

軽
蔑
せ

ら
る

ゝ

も
の

が

多
か

つ

溌
｡

奈
良
の

都
に

は

地

方

か

ら
多
数
の

衛
侶
肪

修
業
の

溌

め

に

凍
て

を

つ

潅

が
､

こ

れ

等
の

伊
侶
は

成
業
の

後
も
郷
闊

に

蘇
る

こ

と
を

好

せ

ず
､

平

城
京
内
外
の

誇
大
寺
に

住

ん

や

ゐ

溌

か

ら
､

地

方
人

民
の

教
化
に

何
程
資
す
る

と
こ

ろ

が

あ

つ

た

か

疑
は

ぎ

る

を

得

㌧
ノ

小
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れ

J

側

な
い

｡

さ

れ

ば

蕗
唐
文

化
の

影
響
を

受
け

で

奈
良
平

安
の

文

化
が

螢

達
し

た

に

は

相
違
を
い

が
､

中
央
の

状
態
を

以
て

地

方
に

於
け
る

そ

の

影
響
を

推
す
こ

と
は

で

き

を
い

｡

是
れ

昔
時
の

胡
建
の

方

針
か

ら
い

■
へ

ば
､

徹
底
せ

ざ

る

を

遺
憾

と
す
べ

き
で

あ

る

が
､

囲

民
固
有
の

精
神
を

維
持
す
る

為
に

は

却
て

幸
弘

を

こ

と
で

あ

つ

た

と
い

は

ね

ば

を

ら

ぬ
｡

而

し

て

地

方

の

人
民
は

全

く

中
央

貴
族
の

犠
牲
に

供
せ

ら

れ
､

貴
族
は

地

方

官
と

結
托
し

て

地

方

の

利
権
を

漁
ろ
一､

.
地

方

官
は

権
門
の

威
を

籍
つ

て

私
曲
を

計
ら
人

民
を

誅
求
し

て

ゐ

ね
｡

そ

の

間
に

於
て

､

彼
等
の

麿
迫
に

封
抗
し

得
各

茸
力

を

有
す
る

も
の

は

所
謂
地

方

豪
族
で

あ
つ

た

か

ら
､

地

方

人
民
は

勢
弘

そ

の

保
護
に

腐
ら

ぎ

る

を

得
ず

､

倉
然
と
し

て

そ

の

傘
下

に

集
ら

､

地

方

豪
族
の

各
地

方

に

於
け

る

勢
力
は

愈
盛
に

な

つ

潅

が
､

こ

れ

を

剃
合
し

て

起
つ

溌

も
の

が

源

平

二

氏
で

あ

る
｡

要
す
る

に
､

平

安
時
代
よ

ら
鎌
倉
時

代
に

至

る

公

武
の

封
立

は
､

単
に

政

治
上

の

封
立

と

の

み

見
冶

べ

き

で

な

く
､

中
央
貴
族
と

地

方

豪
族
の

封
立
で

あ

ら
､

せ
た

盛
唐
文

化
の

心

酔
者
と

国
民
固
有
の

思

想
を

維
持
す
る

も
の

と

の

封
立

で

も
あ

妄
｡

平
安

時
代
の

束
期
に

畝

る

と
､

公

家
の

中
に

も
､

支
部
文

明
の

構
成
に

対
す
る

疑
を

生
じ

､

昔
時

の

碩

尊
大
江
匡
顔
中
如

き
人
で

さ
へ

､

｢

壌
政

関
白
必
ず

し

も
浅
才
侯
は

ね

ど

も
､

や
曾

と

だ

せ
し

弘

だ

に

か

し

こ

く

お

は

し

せ

さ

ば
､

天

の

下

の

改

発

せ

給
以

な

ん
+

と
い

つ

た
｡

漠
才
は

渓
聾
で

あ

ら
､

㌧

｢

や

せ
と

だ

せ

し

ね
+

は

漠
才
に

封

す
る

和
魂
で

､

事
務
を

魔
錘
す
る

才
能

豊
息

嫁

し

溌
｡

郎
ら
大

江
氏
の

家
聾
を

代
表

す
る

匡
虜
が

自
ら

囁
政

園
白
で

も

3
叫

政

治
を

行
ふ

に

必

ず

し

も

漢
学
の

素
養
を

要
せ

ざ
る

こ

と

を

稀
し

た

の

で

あ

る
｡

せ

た

平

安
時

代
に

は
､

漠
撃
と
い

つ

杓

武

士

道

の

汝

流



4

一

橋

論

叢

第
一

巻

第
六
放

て

も
詩
文

を

重
ん

じ

た

の

で

あ

る

が
､

こ

の

東
に

は

詩
文

よ

ら
も
寧
ろ

経
書
を

笥
ひ
べ

き

こ

と
を

主
張
す
る
■
も
の

が

あ

郷

ち
､

㌧

そ

の

他
種
々

公

家
自
身
覚
醒

の

徴
が

現
は

れ

て

凍
た

｡

併
し

､

三

青

年

に

五

つ

て

馴
致
し

溌

そ

の

宿
弊
は

公

家
自

ら
如

何
と
も
す

る

こ

と

が

で

き

な
い

で
､

遂

に

地

方

豪
族
が

政

治
の

上

に

贋
足

を

伸
ば

し
､

そ

れ

が

女
.

公

家
覚
醒
の

要

求
と
合
し

て

武
家
の

勃
興
を

促
し

､

鎌
倉
幕
府
の

基
礎
が

築
か

る

ゝ

や

う

に

を

つ

溌

の

で

あ

る
｡

而

し

で

源
頼
朝
及

び

.

北
候
氏
は

カ
を
轟
く
し

て

平

安
朝
以
凍

の

武
士

道
の

育
成
を

計
つ

溌
｡

〓

‥

平

安
時
代
の

武
士

層
-

即
ち
兵

の
■
造
に

些
一

つ

の

方

面
が

あ
つ

た
｡

そ
の

一

は

武
名
の

尊
重
で

あ

ら
､

そ

の

二

は

主

従
の

撃
で

あ

ぁ
｡

■

勝
門
記

に

｢

兵

以
レ

名
尤
鳥
レ

先
+

と
い

ひ
､

･
平

安
時

代
の

武
士

が

武
名
を

尊
重
し

発

話
は

今
昔
物

語
に

数
多
く

見
え

て

ゐ

る
｡

彼
等
が

戦
場
に

相
季
ふ

時

に

は
､

交
戦
に

先

だ

ち
､

双

方

よ

ら
互

に

使
者

を

敵
陣
に

痙
は

し

て

そ

の

意
志

を

通
ず

る

の

が

慣
例
で

あ
つ

た
｡

そ

の

使
者
が

締
る

と
き

､

敵
兵

は

矢
を

放
つ

て

脅
す
の

で

あ
る

が
､

こ

れ

に

驚
い

て

背

後
を

振
向
け

ば

卑
怯
未

練
と

し

て

恥

ぢ
し

め

ら

れ

溌
｡

武
士

に

し

て

武
名
を

傷
け

溌

も
の

は
､

如

何
に

武
力
が

優
れ
て

わ

き

の

p

を

づ

て

や
武
士

と

し

て

の

名
著
の

地

位
を

失
以

､

脇
乗
と

. い

ふ

卑
い

地

位
に

甘
ん

ぜ

ね

ば

を

ち
.

を

か

つ

溌
｡

故
肛

武

つ

は

格

の

士

と

t

て

の

名
著
は

､

彼
等
が

死

を

堵
し

て

誰
蒋
せ

ん

と
し

溌

も
の

で

あ

ら
､

こ

れ

を

■｢

武
者
を

立

つ

る
+

と

か

｢

兵

一

卜
㌣

～

丘
-
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サ
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山
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も
ー

+
-

-

､

さ

ば

か

p

シ

ュ
且

つ

る
+

と
か

い

つ

て

ゐ

た
｡

源
艶
倍
が

､

そ

の

豪
家
の

臍
の

た

め

に

子

を

奮
は

れ

て

恋

し

む

の

を

見
て

､
･

｢

戯
許

さ

や

う

つ

旺

も

の

お

の

小

童
一

人

は

突
穀
さ

せ

よ

か

し
､

然
様
の

心

有
ら

て

こ

そ

兵

は

立

つ

れ
､

物
恐

ぢ

不
レ

危
と

云

は
､

身
を

不
レ

恩
､

妻

子

を

不
レ

恩

を

以
て

云

也
+

と
い

つ

て

試
め

潅

が
､

ど

れ

を

以
て

見
る

も
､

昔
時
の

武
士

が

ど
ん

を

決
心

を

以
て

武
名

の

螢

揚
を

心

が

け

て

ゐ

発

か

を

知
ら
得
る

で

あ
ら
う

｡

･
か

く
の

如

き

｢

名
+

に

封
す
る

国

民
の

関
心

は
､

奈
良
時

代
､

更
に

遡
つ

て

大
化
以
前
の

敢

倉
に

こ

れ

を

求
め

る

こ

と
が

で

さ

る
｡

景
行
天

皇
は

日

本
式

尊
の

亮
去

を

悼
み

､

そ

の

武
動
を

偲
び

､

尊
の

御
名
を
て

氷

く

後
世
に

俸
ふ
る

た

め

新
に

一

種
の

｢

部
+

■
を

定
め

､

こ

れ

を

武
部
と

名
づ

け

た

せ
う

溌
｡

普

犬

上

舌

に

は

后
妃

に

御
子

の

な
い

場
合

､

天

皇
は

同

じ

く
新

に
一

種
の

｢

部
+

を

定
め

､

そ

の

御
名
或
は

宮
殿
の

名
を

ど
を

と
つ

て

名
づ

け

ら
れ

､

こ

れ

を

後
世
に

俸
へ

る

や
う

に
■

せ
･
ら

れ

溌
｡

か

く
の

如
さ

部
を

御
名
代
又

は

御
子

代
と

科
し

た
｡

こ

れ

に

よ

つ

て

上

古

我
が

国

民
の

間
に

､

そ

の

名
の

後
世
に

樽
崎
る

を

喜
び

失
は

る

ゝ

を

悲
し

む

情
の

如

何
に

深
か

つ

た

か

を

見
る

を

得
る

で

あ

ら
う

が
､

大

化
以
後
と
い

へ

ど
も

､

名
を

尊
重

す
格

風
は

竜
も
衰
へ

を

か

つ

溌
｡

常
葉
の

歌
人

は
､

吏

す
ら

を

･

丈

夫
は

名
を

し
立

つ

べ

し

後
の

代

に

聞
き

糖
ぐ

人

も
語
り

績
ぐ
か

ね
(

大
伴
家

持
)

と
詠
み

､

又
､

を
の

こ

や

も

基

し

か

る

べ

き

苗
代

に

語
り

緯
ぐ
べ

き

名
を

立

て

ず
し
て

(

山
上

憶
艮
)

武

士

道

の

軒

涜

き
′

∵
.

与

サ

ナ
:

ぺ

一

ノ5

り

j

h
.

.
一
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サ

ぅ

寸

サ
∴
｡

紬

～

ヰ

ノー

イ

★

一
7 句



山
U

一

橋

論

叢

第
一

巻

第
六

淡

と

歌
つ

で

ゐ

る
｡

併
し

､

大

化
以
前
に

は

単
に

名
そ

れ

自
身
を

尊
重
し

溌

の

セ
あ
る

が
､

こ

れ

等
の

歌
に

見
え

る
｢

名
+

岬

は

倫
理

的
由

意
義
を

有
す
る

乙

と
が

明
か

で

あ

る
｡

そ

の

意
義
は

更
に

姐

先
崇
拝
の

思

想
と

結
び

付
い

て
､

愈
螢

展

す

と

仕
つ

お

や

る

ヰ
う

に

な

つ

た
｡

淳
仁
天

皇
の

宣
命
に
･
｢

夫
れ

人

と

し

て

己

が

先
弧

の

名
を

興
し

砥
ぎ

以

ろ
め

ん

と

念
は

ず

あ

る

は

あ
ら

ず
､

こ

ゝ

を
も
て

明
く
浮
さ

心

を

む

ち
て

仕
へ

奉
ら
む

を

ば

氏
氏
の

門
は

絶
ち
た

せ

は

ず
+

(

天

平

賓
字

八

年
)

と
お

ほ

せ

ら
れ

､

せ

溌

桓
武
天

皇
の

宣
命
に

も
｢

各
各
己
が

磯
の

門
滅
さ

サ
､

蘭
高
に

仕
へ

奉
ら

､

蘭
漁
に

准
が

む

と

息

以

慎
み
て

､

清
さ

置
き

心

を

も
ち
て

仕
へ

奉
る

べ

し

と
な

も
念
ほ

す
+

(

天

魔
元

年
)

と

申
し

て

を
■
ら
る
ゝ

の

で

為
る

｡

そ

の

名
の

倫
理
的
意
義
は

､

武
人
に

あ
つ

て

は
､

そ

の

主
に

忠
を

轟
く
し

武
勇
に

富
む

こ

と

で

あ

ら
ね

ば

を

ら
ぬ

｡

古

家

禁

衛
.
の

任
に

裁
い

て

ゐ

た

大

伴
佐
伯
両
氏
に

封
し

て
､

聖

武
天

皇
天

平

二

十
一

年

の

勅
は

､

｢

汝
た

ち
の

租
ど
も
の

云

以

凍
ら

■
く

､

海
行
か

ば

み

づ

く
か

ば

ね
､

山

行
か

ば

革
む

す
か

ば

ね
､

大

君
の

へ

収

こ

そ

死

を

め
､

の

と

に

は

死
潔
じ
+

と

申
し

､

せ

溌

寛
人
の

武
名
に

つ

い

て
､

稀
徳
天

皇
耐
護
景
雲
三

年

の

詔

に

｢

こ

の

東
人
は

常
に
い

は

く
､

額
に

は

箭

は

立

つ

と
も

､

背
は

箭
は

立

て

じ

と
い

弘

て
､

君
に
■
は

一

つ

心

を

も

ち
て

護
る

も
の

ぞ
+

と

申
さ

れ

て

ゐ

る
｡

而

し

て

大
伴
家
持
が

常
に

自
ら

大
伴
氏
の

歴
史
に

考
へ

､

号
た

一

族
を

喩
し

て

武
勇
を

職
み

､

家
名
を

落
さ

ざ

る

べ

き

こ

と

を

訣
い

た

こ

と

は

常
葉
集
に

よ

つ

て

見
る

こ

と

ぷ

で

き

る
. ｡

此

の

如

き

武
名
の

尊
重
が

組
名
の

尊
重
と

忠
宙
せ

に

つ
･
を

が

る

と

こ

ろ
に

､

武
人
の

自
重
心

は

高
せ
つ

た

の

で

あ

ら
う

｡

併
し

な

が

ら
､

■.
名
を

尊
重
し

溌

の

は

単
に

武
人
ば

.
か

ろ
で

は

を

い
､

平

安

時

代
の

貴
族
の

問
肛

尽
そ

の

風
は

あ
つ

潅

が
､

そ
め

名
は

武
人
と
意
萄
を

異
に

す
る

∵
普
時
の

貴
凝
の

､

ト

ー

ヰ
■
々

.

■
■

叫

ト

†

}
･

i
t
ハ
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■
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乍
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叫
｡

■.
古

林

す

一

1

ト

』

h

.
J

｡

.

ト

リ

う

与

サ
】
.
d
.
叫

ヰ

■■.一

→

叫
､

J

′

叫

教
養
は

唐
の

文

化
を

模
倣
す
る

こ

と
を

主
と

し

充

か

ら
､

.
彼

等
は

藻
草
或
は

詩
歌
管
絃
に

つ

い

て

互

に

劣
者
を

放
つ

て

ゐ

た
｡

藤
原
公

任
が

詩
･

歌
■

･

.
管
絃
を

善
く

し
､

所
謂
｢

三

船
の

巻
+

を

遺
し

充

逸

話
が

喧
博
さ

れ

た

の

も
そ
の

究

め

一

で

あ

る
｡

曽

於

政

治
上

極
端
な

門
閥
尊
重
が

行
は

れ

て

ゐ

た

時

代
で

あ

る

か

ら
､

彼
等
が

名
巷
と

す
る

と

こ

ろ

も

官
位

に

開
連

し
､

租

先
の

進

ん

だ

官
僚
を

先

途
と

稀
し

､

こ

れ

に

達

す
る

こ

と

を

常
然
と

し
､

こ

れ

を

越

ゆ
る

こ

と

を

無
上

の

名
巷
と

し

充
｡

軸
ち
奈
良
時

代
の
■
名
に

封
す
る

考
へ

は
､

平

安

貴
族
の

間
で

は

か

や

う

に

形

式
的

､

無
気
力

を

も
の
一

と

な

ら
､

名
暑
の

追

及
も

一

種
の

野

心

と

化
し

て

し

普

つ

た

の

で

あ
る

｡

併
し

平

安

時

代
乃

至

鎌
倉
時

代
の

武
士
.

の

開

に

行
は

れ

売

名
馨
に

対
す
る

考
へ

は
､

や

は

か
奈
良
時

代
と

相
通
サ

る

も
の

が

あ

り
､

こ

の

意
味

で

常
時
の

武
士

が

日

本
固
有
の

精
神
の

正

統

を

承
超
す
る

も
の

と
い

ふ

こ

と

が

で

き

よ

う
｡

平

安

時

代
乃

至

鎌
倉
時

代
､

武
士

が

武
勝
と

初
め

て

主
従
関
係
を

結
ぶ

と

き

に

は
､

一

種

の

手

穎
と
し

て

｢

君

の

見
■･

蓼
に

入

ら
+

或
は

｢

名
簿
を

奉
る
+

を

必

要
と

し

溌
｡

こ

れ

を

法

律
上

の

奥
約
と

同

様
に

考
へ

る

人
も
あ
る

が
､

今
日
.

の

や

う

を

権
利
義
務
の

関
係
を

主

と

す
る

契
約
で

は

な

く
､

主

格
秒

｢

御
恩
+

に

封
す
る

｢

奉
公
+

の
■
関

係
で

あ
つ

て
､

こ

れ

に

よ

つ

て

豪
家
の

主

要
財

産
売

る

所
箇
は

名
義
上

主

人
に

蹄
し

､

主
人

は

｢

安

堵
+

に

よ

つ

て

そ

の

家
凍

を

し

て

嘗
の

如

く
そ

の

土

地

を

領
せ

し

め

溌
｡

家
来

は

財

産
の

み

を

ら

す
､

生
命
を

も
.
そ

の

主
人
の

究

め

に

顧
み

を
い

こ

と

は

普
然
と

考
へ

ら

れ

て

ゐ

溌

の

で
､

生
命
を

留
保
し

て

主

従
の

奮
を

す
る

こ
.
と

は

で

き

な
い

の

で

あ
る

｡

即
ち
主
従
簡
係

に

よ

つ

て

主
人
は

後
者

の

生
命
財

産
に

射
す
る

生
殺
興

奮
の

棟
を

得
る

の

で
､

平

簸
時

代
の

末
期
に

は
､

′

朝
廷
も
と
れ

灼

武

⊥
十

琴
の

源

流



一

癖

諭

掌

廣
一

巻

第
六

兢

シ

畠
め

て

申
た

や

う

に

解
せ

ら

れ

告

美
穂
者

と

を

つ

軍
も

の

は

自
分
の

生

命
財

産
の

み

な

ら

ず

二
家

一

族

を
拳

仰

げ

て

主
人

に

仕
へ

た

の

で

あ

る
｡

山

内
首
藤
系
固

に

よ

る

と
､

+

そ

の
■

一

族
と

源
氏
と
の

主

従
闇
係
は

､

前
九
年

及

び

後

め

の

と

三

年
の

役

後
､

鎌
倉
時

代
に

至

る

せ

で

臆
績
せ

ら

れ
､

一

族
の

男
子

の

み

な

ら
■
す

､

女
子

も
妻
妾

と

な

ら
､

或
は

乱
入

と

し

て

仕
へ

て

を

る

の

で

あ

る
｡

同
様
な

例
は

美
濃
の
■
青
墓
長

者

大

炊

の
一

家
の

源
氏
に

封
す

る

鰯
係
に

つ

い

て

も

見

る

こ

と

が

で

き

る
｡

か

や
う

に

家
来
が

身
を

挺

し

て

主
人

に

仕
へ

た

か

ら
､

主

人

の

方

で

も
亦
そ

れ

だ

け

家
来

の

為
に

破
算
を

毒
し

ゃ

家
来

功

利
害
の

た

め

に

は

兄

弟
叔
姪
の

相
季
ふ

こ

と

も
少

く

な

か
.

つ

た
｡

保
元

の

乱
以
前
は

､

･
源
平

両

氏
と

も
よ

く

朝
命
を

奉
じ

て

そ

の
■
任

務
に

就

き
､

神
輿
神
木
を

奉
じ

て

入

京
せ

ん

と
す

る

伊
具

を

拒

ぐ
こ

と
は

､

紳
彿

の

信
仰

の

深
い

彼
等
と

し

て

は
､

そ

の

立

場
に

窮
す

る

こ

と

も
屡
あ
つ

た

が
､

敢
へ

て

こ

れ

を

解
せ

な

か

つ

溌
｡

せ

た

朝
廷

は

屡
源

氏
を

討
つ

に

源
氏
を

以
て

し

た

が
､

彼
等
は

そ

の

た
め

に
一

族
の

間
に

相
戦
ふ

こ

と

を

も
厭

は

な

か

つ

た
｡

然
る

に
一

た

び

そ

の

豪
家
の

利
害
に

関
す

る

こ

と

ゝ

な

れ

ば
､

朝
命
と
い

へ

ど
も

容
易
に

従
は

う

と
し

な

か

つ

寛

源

氏
の

郎
真
に

し

て

犯

罪

の

疑
あ

る

と

ミ
朝
廷
か

ら
そ

の

家
凍

を

差
出
す

こ

と

を

命
ぜ

ら

れ

た

場

合
で

も
､

彼
等
は

言

を

左
右
に

し

て

極

力
こ

れ

を

庇
護
せ

ん

と

し
､

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

卦
は

宮
廷
の

中
に

同
情
者

を

求
め

ん

と

し

て

ゐ

た

卒

･

氏

に

於
て

も
同

じ

て

と

で

あ

る
｡

後
世
鎌
倉
武
士

の

美
儀
と

し

て

俸
へ

ら

る

ゝ

と

周

種
の

美
談
は

､

こ
.
の

藤
代
の

武
士

の

間
に

も
既
に

現
は

れ

て

ゐ

る

の

で

あ
る

｡

前
九
年

の

役
は

稀
に

見
る

長

期
戦
で

､

奥
御
の
■
野

に

韓
敬
す

る

頼
義
等
主
彼
の

戴
苦
は

息
弘

や

ら

れ

る

の

十
≒

ヰ
ゝ

←

.

巨
.

叫
一

ト

サ

チ
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､
£

r

心

､
£

r

■

叫

J

!
小

→

}

少
″

j

り

月

･

h

･ ∵

乍

亨
∵

㌣
一
句

卦

1
.

ト
.
j

l

伽

､

戸上

斗

･一

1

叶
+

う

当

で

あ

る

が
､

こ

れ

を

記

し

溌

陸
奥
請
託

に

は
､
と

頼
義
の

陣
中
親
し

く

傷
病
兵

を

見
舞
ふ

親

情
の

た

め

に
､

兵

士

は

骨
戚

激
し

て
､

｢

身
鳥
レ

恩

使
､

命
依
レ

義
軽

､

今
鳥
二

牌

軍
雄
L
死

不
仁

恨
+

と
い

っ
一

発

こ

と
が

見
え

て

居
る

｡

こ

の

戟
に

於

て
､

頼
義
は

敵
兵
の

重
囲
の

裡
に

陥
ら

､

戦
敗
れ

て

胤
軍

と
な

ら
､

税
義
の

行
衛
も

一

時
わ
か

ら

な

く
を

つ

溌

こ

と
が

あ
る

が
､

家
凍

の

佐
伯
経
範
は

乱
軍
の

中
を

一

た

ん

切

放
け

て

凍

た

が
､

頼
義
が

戦
死

し

発

と
聞
い

て
､

せ

た

戦
場
に

引
返
七

て

戟
以

死

ん

だ
｡

経
範
の

豪
家

も
主
人
の

行
衛
を

失
以

､

一

方
の

血
路
を

開
い

て

遮

れ

凍
つ

潅

が
､

こ

の

事
を

聞
い

て
､

｢

公

既
輿
二

播
軍

由
レ

命
死
レ

節
､

吾
等
豊
得
二

摘

草
乎

､

雄
レ

云
二

陪
臣
〕

凛
レ

節
是

一

也
+

七
い

以
､

再
び

敵

陣
に

切

入
つ

て

戦
死

を

途

げ

た

と
い

ふ
の

で

あ

る
｡

か

く
の

如

く
武
士

が

生
命
を

賭
し

て

主
従
の

誓
を

果
さ

ん

と

す
る

と

比

較
し

て

公

家
蓬
の

軽
薄
無
節
操
は

ど
う

で

あ
ら

う
｡

御
堂
関
白
道
長
の

全

盛
､

望
月

の

敏
け

売

る

こ

と
な

き

を

誇

っ

売

時

代
に

は
､

公

卿
は

骨
道
長
の

権
勢
に

楯
び

諮
弘

､

朝
廷
の

御
奉
公

に

利
害
を

顧
み

る

べ

か

ら

ざ

る

彼
等
で

は

あ

る

が
､

道
長
と

編
闘
を

寧
ふ

藤
原
氏
か

ら

出
で

溌

后
妃

に

勤
し
て

は
､

道
長
の

嫌
疑
を

恐

れ
､

或
は

そ

の

歓
心

を

得
ん

と

す
る

褒
め

放
ら
御
奉
公

を

怠
う

､

そ

の

御
一

身
に

関
す
る

限
ら
宮
中
の

必

要
を
る

儀
式
も
彼
等
の

不

参
の

溌
め

に

拳

ぐ
.

る

こ

と
の

由
凍
な
い

こ

と
が
+

再
で

な
か

つ

た
｡

三

候
天

皇
の

皇
子

敦
明
親
王

(

小
一

條
院
)

は

皇
太

子

と

な

ら
れ

髭

が
､

道
長

は

親
王

の

御
帥
僅
を

不

利
と

し

て

忌

避
し

奉
つ

発

か

ら
､

こ

れ

を

察
す

る

卿
相
の

東
宮
に

蓼
任

す
る

も
の

稀
で

あ

つ

潅

が
､

皇
太
子

が

御
退
位
な

さ

れ

道
長
の

女

寛
子

を

納
れ

て

妃
と
し

給
ふ

に

及
び

､

伺
候
す
る

も
の

相
次

嘗
､

T
一

東
宮
の

中
が

遽
に

厳
か

に

を
つ

た

と
い

ふ

の

で

あ
る

｡

打

武

士

道

の

歯

髄
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一

橋
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一

巻
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六

競
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三

∵

公

家
と
武
士

と
は

､

そ
の

地

政
隔
絶

し
､

一

方

は

盛
唐
の

文

化
に

あ

こ

が

れ
､

一

方

は

武
名
を

競
以

､

′

同

時
代
に

あ

う
を

が

ら

殆

ど
異
な

る

世
界
に

住
む

の

観
が

あ
ら

､

そ

の

志

操
に
か

{
の

如

き

径

庭
を

生
じ

た

の

で

あ
る

｡

‥
而

か
も
公
･

家
の

所
謂
教
養
が

一

種
の

修
飾
に

過

ぎ

ざ
る

に

反

し
､

武
士

の

生
活

は

死

生
に

直
属

七
人
優
に

封
す

る

厳
粛
凝

る

態

度
を

要
求
す
る

も
の

が

あ

ら
､

そ

の

道
徳
思

想
を

育
成
し

充

の

で

あ

ら

う
｡

平

氏
は

源

氏
に

尭
つ

七

藤
原

氏
の

一

致

藤
を

奪
つ

た

が
､

平

氏
の

政

権
は

院
政

の

中
心

に

結
托
し

て

簸
ち
得
た

も
の

で
､

公

家
の

カ
を

薄
ケ
て

そ

切

基

礎
を

澄
つ

.
た

の

で

あ
る

｡

従
つ

て

平

氏
は

公

家
の

因
襲
を

打
破
す
る

こ

と

が

で

き

ず
､

却
て

自

ら

そ

の

因

襲
に

囚

は

れ

て

第
二

の

庵

原
氏
と
▲
な

り
滅
亡

し

溌

の

で

あ

る
｡

親
朝
が

鎌
倉
に

幕
府
を

開
い

て

東
園

の

経
沓
に

カ
を

轟
く

し
､

東
周
に

接
つ

て

そ

の

政

権
を

行
は

ん

と
し

溌

の

は

能
て
武
家
勃

興
の

使
命
を

解
す
る

も

の

で
､

租
朝
の

指
導
奨
時
の

下

に

武
士

の

濁
倦
は

愈
轟
展
し

て
､

武
士

の

浄
持
を

高
か

ら
し
め

滋
の

で

凍
る

｡

･
■
鎌
倉
時

代
の

武
士

道
の

徳
目
と
し

て

第
一

に

輿
ぐ
べ

き

は
､

武
名
の

螢

揚
で

あ

る
｡

頼
朝
は

よ

く

家
臣
の

武
名
を

尊

重
す
る

乗
合
を

春

込
ん

で

巧

に

こ

れ

を

利
用
し

溌

の
■
で

あ

る
｡

能
…

谷
次

郎
直
賓
を

日

本
一

の

豪
の

者
と

賞
し

1

其
の

子

小

次

郎
直
家
を

本
朝
無
双

の

勇
士

と

讃
へ

を

が

ら
. ､

直
選
に

輿
へ

溌

領
地

は

ほ

ん

の

僅
か

に

過

ぎ

な

か
∵

っ

溌

と

ヤ

ふ
ぺ

併
し

な

が

ら

武
士

は

そ

の

言
葉
を

罪
骨
収

喜
び

､

互

に

溌
障
の

名
著
を

蔑
う

た

の

で

あ
る

｡

そ
の

食
め

.
+

蔵
士

の

周
で

ファ2

ト
ヰ

斗

ゝ

垂
卜

叫

卜

叶

?
卜
良

･

メ

r

h
,

速

筆
ト

㌍
軒

端

T

㌦
遠
中

瀬

い

㌦
k

▲ .

r

れ



十
｡

卓
r

小

一

1

}

叫

J

h

や

鶉

′
外

書

.
叫

叫

､

†

1
､

イ

…
1

叫
■(

J
l

.

叫

は

先
陣
寧
払

が

屡
と

問
題
と

な

る

の

で

あ
る

が
､

頼
朝
や

北

條
氏
が

領
地

を

輿
へ

て

そ

の

事
を

止

め

よ

う

と
し

て

も
､

武
士

は

利
益
の
■
た

め

に

名
著
を

捨
て

る

こ

と

せ

徹
せ

ず
､

決
し

て

こ

れ

を

譲
ら

む

と

し

を

か

つ

た
｡

従
つ

て

卑
怯

未
練

の
･
振
舞
払

は

武
士

の

最
も
恥

づ

る

と
こ

ろ

で
､

卒

宗
盛
が

平

家
の

大
洛
で

あ

ら
な

が

ら

義
経
の

軍
に

虜
と

な

ら
､

■
･
而

か

も
命
を

惜
ん

で

助
命
を

請
う

溌

の

は
､

-

最
も
彼
等
の

嘲
ら

を

買
ふ

所
以
で

あ
つ

溌
｡

･

第
二

の

徳
目
は

主
人
へ

の

忠
節
で

あ
る

｡

観
朝
は

大
い

に

こ

れ

を

奨
陶
し

､

そ

の

足

利
俊
綱
を

攻
め

､

せ

た

藤
原
泰
衡
を

撃
つ

た

と
き

､

硬
鋼
の

郎
農
桐
生
六

郎
､

泰
衡
の

郎
黄
河

田

次

郎
は

各
そ

の

主
人

を

殺
し

､

首
を

も
つ

て

頼
朝
に

降
ら
ん

と

し

潅

が
､

東
胡
は

こ

心

を

許
さ

ず
､

･
士

道
に

照
ら

し

て

彼
等
を

断
つ

溌
｡

こ

心

に

反

し
て

､

親
朝
が

常
陸
の

佐
竹
秀
義
を

攻
め

滅
し

満

と

ミ
･
そ

の

郎

糞
岩
瀬
輿

一

は

親
朝
の

手

に

捕
･･へ

ら
れ

潅

が
､

.
俊

ほ

嘗
主
の

個
を

忘
心

ず
､

親
朝
に

屈
し

な

か

つ

溌

の

で
､

痕
朝
は

厚

く
こ

れ

を

過

し
､

そ

の

命
を

助
け

充

ば

か

¢
で

を

く
､

こ

れ

を

御
家
人
と

し

た
｡

御
家
人

は

幕
府
直
属
の

武
士

で
､

普

時
の

武
士

の

名
著
と

す
満

と

て

ろ

で

あ
る

｡

北

條
泰
時
の

定
め

允

貞
永

式
目
に

､

武
士

が

幕
府
か

ら
周
へ

ら
れ

溌

恩
蘭

は

他
の

所
領
と
異
ら
安
男
を

許
さ

ぬ

乙

七

に

を

つ

て

ゐ

る

が
､

乙

れ

牌
軍
の

恩
賞
を

永

久
に

俸
へ

し
め

ん

と

す
る

精
神

か

ら
出
で

ゝ

ゐ

る

の

で

あ

る
. ｡

曽
於

豪
家

が

主

人
か

ら

功
に

よ

つ

七
土

地

を

輿
へ

ら

れ
､

後
に

至

つ

て

そ

の

子
孫

に

背

く
こ

と
が

あ

れ

ば
､

主
家
は

い

っ

で

も
そ

の

館
地

を

取

返
す
こ

と
が

で

溝

る

こ
■
と
が

周
式
日
に

定
潜

ち
れ

て

息

そ
ふ
田

1 1

･

時

行
は

れ

溌

律
令
の

賂
繹
に

よ

れ

ば
､

-

妄
■
人

他
人
に

輿
へ

溌

も
の

は
､

こ

れ

を

和

典
と
僻
し

､

後
収

至

っ

て

取

庚
す

m

武

士

道

の

､
潜
‥
流



一

橋

論

叢

革
一

巻

第
六

汝

.1 2

こ

と
の

で

き

な
い

こ

と
に

な

つ

て

ゐ

潅

が
､

式
日
は

か

ゝ

る

特
例
を

設
け

て

主
後
間
の

義
理

を

開
明
せ

ん

と

し

於

の

せ

桝

あ
る

っ

賓
清
二

年

の

評

定
衆
の

決
議
は

更
に

そ

の

精
神
を

摸
張
し

て
､

主
従
間
の

訴
菰

は

理

非
を

論
ぜ

ず

受
理

せ

ぎ

る

ヱ

と

に

し
､

従
者
を

し

て

主
人
を

訴
へ

る

こ

と
を

得
ざ

ら
し
め

た
｡

･

第
三

に

武
士

の

問
で

は

侮
蔑
が

重
ん

ぜ

ら

れ

た
｡

溢
谷
庄

司

重
囲
は

平

家
の

武
士

で

あ

つ

打

が
､

源
氏
の

御
家
人

で

あ

る

佐
々

木

秀
義
が

平

治
の

乱
後

､

節
を

屈
し

て

平

家
に

仕
ふ

る

を

恥

と

し
､

困
窮
し

て

ゐ

溌

の

を

気
の

毒
に

恩

払
､

ヱ

れ

を

扶
助
し

て

を

つ

た
や

然
各

に

治
承
四

年

時

運
到
潔

し
て

､

頼
朝
が
い

よ

く
石
橋
山

に

兵

を

輿
ぐ
る

に

至

ら
､

重
囲

は

秀
義
の

手

足
綱

･

盛
綱
等
四

人
の

兄

弟
を

儲
氏
に

就
い

て

頼
朝
の

陣
に

赴
か

し
め

､

自
分
は

一

族
郎
真
を

率
ゐ

て

卒

氏
の

軍
に

加

は

ら
石
橋
山

に

向
つ

潅
｡

､

卒

氏

の

牌
大
庭

景
親
は

重
囲

に

勤
し

て

佐
々

木
の

妻
子

を

囚
へ

て

差
出
さ

ん

こ

と

を

要

求
し

潅

が
､

重
囲

は

こ

れ

を

拒

殖

し
､

彼
等
兄

弟
を

年

凍

扶
助
し

て

は
.

ゐ

る

が
､

■
そ

の

主

家
に

封
す
る

嘗
誼
を

重
ん

じ
〕

親
朝
の

軍
に

馳
せ

参
ぜ

ん

と
す
る

の

を

抑
止

す

る

乙

と
は

で

き

な
い

と
い

払
､

重
囲
自
ら

景
親
の

徴
命
に

應
じ
､

外
孫

を

伴
つ

て

そ

の

軍
に

加

は

ら

ん

と

す

る

志

を

顧
み

サ
､

強
弘

て

彼
等
を

捕
へ

し
め

ん

と

す

る

景
観
の

無
情
を

態
度
に

不

平

な

き

能
は

ぎ

る

こ

と

を

述
べ

た
｡

重
囲
の

い

ふ

こ

と

ぺ
軍
の

最
後
の

目
的
を

達
す
る

上

か

ら
い

へ

ば

許
さ

れ

を
い

こ

と

で

あ

ら
う

が
､

后
義
を

士

道
の

虜
+

と

す

る

鎌
倉
武
士
の

由
に

は

多
く
の

同
戚
者
を

得
る

こ

と

が

で

う

溌
｡

吾

妻
鋸
の

著
者
は

､

景
観
が

理

に

伏
し

て

跨
ら
去
つ

発

と
か

い

て

ゐ

る
｡

､

山

且
1
P

ん
ー

■

…
1

ト

サ

k
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.

ト
l

･
イ

け
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端
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J
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L
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二

郎

､
碍
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.
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叫

尊
卑
賢
治
元

年

鎌
倉
で

三

浦
泰
村
の

胤
が

あ
つ

た

と

き
､

毛

利
季
光
(

西
阿
)

は

か

ね
て

よ

ら

泰
村
と
親
し

く
し

､

難
難
相
接
ぐ
る

こ

と

を

約

束

し

て

ゐ

充

の

で
､

牌
軍
を

奉
ず

る

執
権
時

頼
に

従
ふ
べ

き

か
､

そ

れ

と

も
平

生
の

約
束

に

後
払

森
村
に

薫
す
べ

き
か

甚
だ

迷
つ

充
｡

季
光
は

初
め

時
頼
に

従
は

ん

と

し

た

が
､

そ

の

妻
か

ら
､

素
材
を

見
棄
て

ゝ

執
権
方

に

赴
く

の

は
､

果
し

て

武
士

の

所
業
と
い

ふ
べ

き

や
､

そ

れ

で

は

｢

年

雄
一

諾
+

に

邁
ふ

も
の

で
､

何
ぞ

後
聞

を

恥

ぢ
ざ

ら

ん

や

と
い

は

れ
､

心

を

決
し

て

泰
村
の

障
に

加

は

つ

た

の

で

あ

る
｡

季
光
の

妻
は

泰
村
の

妹
で

あ

る

か

ら
､

季
光
は

妻
の

愛
に

よ

つ

て

去

就
を

決
し

た

や

う

に

も
恩

は

る

ゝ

が
､

季
光
の

胸
を

撞
い

た

も
の

は

｢

年
凍

一

帯
+

に

邁

･

ふ

と
い

ふ

こ

と

で

あ
つ

た
｡

そ

れ

故
､

季
光
の

態
度
は

頗
る

同
僚
の

同
情
を

受
け

､

執
権
方

に

嘉
す
る

甲
斐
前
司
泰
秀

は

こ

れ

を

知
ら

､

泰
村
方

に

赴
く

季
光
と

途
に

曾
以

を

が

ら

こ

れ

を

撃
溌

ず
､

そ

の

志

を

果
ざ

し
め

た

が
､

武
士
は

泰

秀
を

以
て

｢

光
二

叶
武
道
有
情

一

+

と
い

つ

て

賞
讃
し

た
｡

第
四

に

清
廉
常
白
で

あ
る

こ

と

も
武
士

の

奉
ず

.

る

徳
目
の

一

つ

で

あ
る

｡

文

治
元
年
東
国

の

牌
士

は

中
国
九

州
に

進
ん

で

平

氏
と

戟
び

ト

こ

れ

を

壇
ノ

浦
に

滅
し

た

が
､

歯
時
の

制
度
と

し

て

武
士

自
ら

そ

の

必

要
な

る

軍
資
を

負
玲
せ

ね
ば

を

ら
な

か

つ

た

の

で
､

追
討
の

捲
土

は

食
糧
に

む
窮
し
+

は

う
ノ
′･

1
の

饅
で

鎌
倉
に

凱
旋
し

溌

の

で

あ
る

｡

然
る

に
､

下

河

適
庄

司

行
中

は

鎌
倉
に

締
ら

､

登
皆
の

上

九

囲

第
一

と

解
す
る

弓

一

乗
を

頼
朝
に

進

じ

た

の

で
､

頼
朝
は

行
辛

が

人

民
の

賄
賂
を

納
れ

て

こ

れ

を

買
つ

て

家
.

究

も
の

一

息
払

込
み

､

･

大
い

㌧

に

怒
つ

て

そ
･
の

不

正

を

叱

賢
し

駕
.
併
し

行
中

は

賄
賂
を

取
つ

死

の

で

も
を

く
､

.

掠
奮
を

し

充

の

で

も
を

か

つ

キ
呑

閉

式

士

道

あ

渡

涜
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一

癖

静

叢
■

鹿

二

各

界
六

貌

平
も
他
の

牌
士

と

同
じ

く

九
州
在
陣
中
は

糧
食
に

窮
し

､

甲
胃
そ

の

他
の

武
器
を

穿
つ

て

部

芸
鹿
命
を

繋
ぎ

､

九
州

が

把

渡
つ

発

と

き
に

は

遺
つ

て

を

つ

溌

行
李
の

鎧

を

小

舟
に

換
へ

て

進
ん

だ

の

で
､

-
行
中

飲
下

､

甲
胃
も
着
け

ず

敵
陣
に

迫
つ

た

の

で

あ

る
｡

こ

の

弓

も
､

行
辛

が

何
が

を

頼
朝
へ

の

進
物
を

と
息
つ

て

ゐ

発

と
こ

ろ
､

幸
ひ

そ

の

持
主
が

こ

れ

を

安
ら
う

と

し

ね

の

で
､

そ

の

時

着
て

を

つ

た
一

一

儀
の

小

袖
の
一

蘭
を

脱
い

で

交

換
し

溌

も
の

で

あ

る
｡

こ

れ

を

轟
い

た

親
朝
は

涙
を

浮

べ

て

喜
び

､

日

本
無
聾
の

弓

取

の

行
中

の

限
に

疑
あ
る

べ

か

ら
ず

､

豪
の

重
嚢
と

す
べ

し

と
い

ひ
､

早
速
自
ら
こ

れ

を

引
き

試
み
て

賞
賛
し

た

と
い

ふ
｡

せ
充

畠
山

重
患
は

鎌
倉
武
士

の

典
型
と

さ

れ

た

人

物
で

､

親
朝
も
子

亀
家
の

輔
導
を

重
恩
に

托
し

潅

が
､

伊
勢
困
の

額
地

を

管
理

せ

し

め

て

ゐ

た

代
官
鮨

神
宮
¢
領
地

を

侵
し

た

た

め
､

神
宮
よ

ら
訴
へ

ら

れ

た

時
に

は
､

重
忠
の

命
じ

た

こ

と

で

な

く
､

全

く

代
官
の

窓
に

や
つ

た

こ

と
で

あ
る

に

拘
ら
サ

､

重
忠
は

我
事
と

し

て

深
く
牡
ぢ

､

親
朝
か

ら

露
慣

を

命
ぜ

ら
れ

､

千
葉
胤
正

に

預
け

ら

れ

た

が
､

す
つ

か

ら
恐

縮
し

て
､

七

日
■

の

間
床
に

も
就
か

ず

食
を

も
経
た

ん

と
し

た

の

で
+

胤
正

は

非
常
に

心

配

し

て

親
潮
に

請
以

､

謹
慎
を

解
か

れ

た

の

で

あ
る

｡

重
忠
は

そ
の

時

つ

く
.

1

′

h

l
考
へ

た

㌧

と
と
ゝ

見
え

､

た

と
弘

知
行
加

増
の

恩
赦
が

あ

つ

て

も
､

こ

れ

を

管
理

す
べ

き

清
廉
を

代
官
が

な

け

れ

ば
､

解
す
る

に

如
か

ざ

る

こ

と
を

語
つ

溌

の

で

あ

る
｡

併
し

そ

れ

は

重
忠
だ

け

の

考
へ

で

は

な
い

の

で
､

北

候
重
時
の

家
訓
把

も
. .

朗

虜
を

持
溌

サ

し

て

代
官
を

蹴
ふ

と
も

､

代
官
を

持

卑
ず

し

て

所
領
を

願
ふ
べ

か

ら
ざ

る

こ

と
を

試
め

て

ゐ

る
｡

最
後
に

質
素
倹
約
も
武
士

の

徳
目
の

一

つ

と
し

て

数
へ

ら
れ

る
｡

丸
.

鳥
-

々

∵

!
叫
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が

.L

げ
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､
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水
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ー

1

叫

j
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叫

一

わ

一

ノ
弓

や

･

1

斗

ト
.…
叫

叫

_

1

イ

,

-
叫

1
′

■
j

1

■

棍
勒
が

筑
後
横
寺
便
乗
の

小

袖
を

切
つ

て

香
惨
を

戒
め

た

こ

と
は

有
名
な

話
で

あ
る

が
､

そ

の

時

頼
朝
は

俊
乗
に

向

つ

て
+

千
葉
常
胤
や
土

肥
寛
平

は
､

汝
と

違
つ

て

草
間
な

く
､

所
領
も
少
い

の

で

あ

る

が
､

衣

服
以
下

質
素
な

生
活
に

甘
ん

じ

て

ゐ

る

か

中
一

そ

の

豪
富
み
裕
か

で
､

豪
家
を

肴
つ

て

戦
功
を

陶
む

こ

と

が

で

き

る

の

で

あ
る

と
い

づ

て
､

乙

れ

を

諭
し

溌

の

で

あ

る
｡

質
素
倹
約
も
凛
す
る

混

戦
功
の

溌

め

で

あ
る

｡

北
條
重
時

は

執
権
泰
時

の

弟
で

あ

る

が
､

そ

の

家
訓
に

も
､

｢

易
は
い

か

に

よ
き

人
の

溌

び

侯
と

も
､

首

文

に

三

本
港
の

を

持
ち
給
ふ
べ

し
+

と
い
ノ
ひ

､

｢

衣
裳
■の

蚊
､

･

大

き

に

好
み

給
ふ
べ

か

ら

ず
､

同
じ

澄
む

人
に

さ

し

出
で

､

色
々

し

き

物
薯
給
ふ
べ

か

ら
ず
+

と
い

払
､

せ
充

｢

振
舞

も
家
居
も
特
異

足
ノ

な

ど
も

分
限
に

随
払

て

振
舞
ひ

給
ふ
べ

し
､

事
に

過
ぎ
ぬ

れ

ば

人

の

煩
あ

る

事
を

ら
､

又

後
も
仕
遼

げ
難
し
+

と
い

以
､

反

復
奮
修
を

戒
め

て

ゐ

る

の

で

あ

る
｡

鎌
倉
時
代
の

中
頃
か

ら

は

武
士

の

服
装
の

華
美
■
に

な

つ

て

行
く
こ

と
が

世
人
の

注
意
に

上

る

や

う

に

な
つ

潅

が
､

そ

れ

で

も
吉
野

時

代
の

徒
然
草
に

､

執
権
時
頼
が

大
彿
五
時

と

味
噌
を

青
め

つ

ゝ

酒
を

酌
み

交
は

し

溌

こ

と
や

､

時
親
の

母

桧

下

碑
尼

が

自
ら

明
障
子

の

破
れ

を

張
か
繕
つ

た

こ

と

を

ど
が

見
え

､

な

は
一

般
に

そ

の

倹
約
の

美
風
が

都
人
士

の

間
に

俸
解
さ

れ

て

ゐ

た

こ

と
が

わ

か

る
｡

以
上

鎌
倉
時

代
の

武
士

の

徳
目
と

し

て

五

項
を

奉
げ

潅

が
､

吾
妻
鎗
に

就
い

て

見
れ

ば

更
に

幾
項
か

の

徳
目
を

容
易

に

加
へ

得
る

で

あ

ら
う

｡

吾
妻
鹿
は

鎌
倉
幕
府
の

編
纂
で

あ
ら

､

多
数
士

林
の

美
談
が

牧
録
せ

ら

れ
､

或
は

士

道
の

教

科
曹
と

目
す
る

こ

と
も
で

さ

よ

う

と
息
ふ

｡

も
と
よ

ら
昔
時
の

武
士

の

す
べ

て

が

か

ぐ
の

如
㌢

道
徳
温

想
を

有
し

､

乙
.

捻

れ

把

よ

つ

て

身
を

持
し

溌

わ

け
■
で

は

な

い

野

草
間
も
な

く
､

且
つ

千
曳
を

業
と
す
る

武
士

の

間
に

於

て
か

く
の

如

ファ7

武

士

道

の

■
源

洗



n

n

-1

一

橋

論

叢

第
一

春

草
六

親

き

士

風
が

養
嵐
せ

ら

れ
､

そ

の

人

格
を

向
上

せ

し
め

堕
落
を

救
ふ

や

う

に

を

つ

て

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

■
七
に

か

く
､

武
勇

が

打

長
ず
る

だ

け

が

武
士

の
■
本
領
で

な

し
､

武
士

と

し

て

の

道
徳
を

備
へ

な

け

れ

ば

な

ら
ぬ

と
い

ふ
の

が
彼
等
の

藤
信
で

､

の

う

重
時
の

家
訓
は

こ

れ

を

明

か

灯

し

七
ゐ

る
｡

即
ち
そ

の

中
に

は

｢

彿
神
の

御
前
に

普

ゐ

う
て

は
､

今
生
の

常
に

裾
正

直

の

心

を

ね

女
は

ら
ん

と
申
べ

し
+

と
い

ひ
､

正

直
を

第
一

の

徳
と

し

て
､

せ

溌

｢

何
事
も
弓

箭
を

牲
じ
め

て
､

上

と

し
■

て

名
を

あ

ら

は

し

徳
を

し

ら
せ

給
ふ

事
､

定
法

正

直
に

過
ぎ
て

は

な

し
+

と

も
い

っ

て

ゐ

る
｡

而

し

て

そ

の

義
理

を

重

ん

す
べ

き
こ

と
を

詮
い

て

は
､

｢

弓

矢
の

事
は

常
に

義
理

を

果
ず
べ

し
､

義
理

を

知
る

.
と

申
す
■
は

､

身
を

も

家
を
も
失

.へ

･
ど
も

､

.
ま

き
を

棄
て

ず
､

強
き

に

を

と

ら

ず
､

義
理

を

深
く

恩

ふ
､

是
は

弓

矢
と

ら
也

､

其
義
理

は
無
沙
汰

在
れ

ど

も
､

敵
を

滅
す

は

か

く
の

物
也

､

同
じ

く

は

車
の

両
輪
の

叶
ふ

如

く
に

心

得
給
ふ
べ

し
､

ふ

る

さ
詞
に

も
､

人
は

苑

し

て

名
を
と
ゞ

む
､

虎
は

死

し

て

皮
を

と
ゞ

む

と
中
辛
な

ら
､

命
も
身
の

成
行
く

事
も
足
せ

れ

る

事
也

､

惜
む

に

と
曾

る

事
を

し
､

願
ふ

に

凍

ら

ぬ

道
理

を

知
ら
給
ふ
べ

し
+

と
い

っ

て

ゐ

る
｡

鎌
倉
幕
府
滅
び

､

建
武
中
興
の

御
代
と

を

つ

て

も
､

鎌
倉
時

代
に

養
成
せ

ら

れ

た

士

濫
は

演
出

琴
い

で
､

富
野

時
代

･

室
町
時
代
に

俸
は

ら
､

時

勢
の

襲
遷

に

應
ず

る

士

風
の

滑
長
は

あ
つ

て

も
､

武
士

の

恩
び

を

こ

ゝ

に

致
す
も
の

蕗
決

し

て

絶
え

を

か

つ

焚
｡

延

元

三

年

菊
池

武
茂
が

阿
蘇
神
社

に

奉
つ

カ

願
文

に

は

｢

武
茂
弓

箭
の

家
に

生
て

､

.

朝
家
に

仕

ふ

る

身
た

る

野
天

造
に

應

て

正

直
の

理

を

以
天
､

家
の

名
を

あ

げ
､

朝
恩
に

浴
し

て

身
シ
ュ
止

せ

ん

こ

と
は
■､

⊥
ニ

喪

の

御
ゆ

る

さ
■
れ
■
を

か

う

ぶ

る

べ

ぐ
侯

､

其
外
私
の

名
聞

己

欲

の
･
た

め

に

義
を

わ

す
れ

､

牡
を

か
■
へ

ら
み

ず
､

督
世
に
ヘ

ト

叫

}

も

▲

且
1

.

ん

.

巨
】…

ト

少

と

岳
t
l

寸

.
-

巨
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′

け
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っ

ら
へ

る

武
士

の

心

を

な

が

く
離
べ

く
侯
+

と
い

弘
､

淘
に

凛
然
た

る

武
士

の

決
心

を

神
明
に

誓
つ
∴

た
｡

前
述
し

た

武

士

の

濫
徳
思

想
は

こ

の

起
請
の

一

節
に

要
約
さ

れ

て

ゐ

る

と
い

つ

て

も
よ

か

ら

う

ど

息

ふ
｡

せ

溌

斯
波
義
勝
は

埠
軍
義

持
を

輔
け

て

大

義
を

維
持
す
る

に

功
あ

つ

た

が
､

そ

の

弘
和

享
(

永

徳
三
)

年

草
す
る

と

こ

ろ
の

竹
馬
抄

に

も
､

｢

せ

づ

弓

箭
と

ら
と
い

ふ

は
､

わ

が

身
の

こ

と
は

申
に

を

よ

ば

す

子

孫

の

名
を

お

も
ひ

て

振
舞
べ

き

也
､

か

ぎ

ら
あ

る

命
を

お

し

み

て
､

永

代
う

き

名
を

と

る

べ

か

ら
ず
+

と

い

以
､

武
士

と

し

て

子

孫

末
代
普

で

の

名
を

思
う

で

自
重
す
べ

さ

こ
一
と

を

説

き
､

慈
悲
と

正
直
と

を

武
士

の

徳
と

し

て
､

｢

た

と
び

一

度
の

つ

と
め

を

も
せ

す
､

一

度
の

社

蓼
を

ば

せ

ず

と

も
､

心

正

直
に

慈
悲
あ

ら

ん

人

を
､

紳
も
倦
も
を

ろ

か

に

は

見
そ

な

は

し

瀬

音

は

じ
+

と
い

つ

て

ゐ

る
｡

我
国

で

武
士

が

勃
興
し

､

武
家
政

治
が

行
は

る

ゝ

や

う

に

な

つ

た

の

は
､

律
令
の

徴
兵

制
度
が

廃
絶

し
､

閣

内
の

治

安
が

維
持
せ

ら

れ

を

く
な

つ

充

た

め

で
､

唐
の

軍
制
が

衰
須
し

て

節
度
使
が

勢
力

を

得
､

武
断
政

治
が

行
は

れ

潅

の

と

軌

賢
一

に

し

て

ゐ

る
｡

而

し

て

我
が

律
令
の

草
制
は

唐
の

軍
制
に

倣
つ

て

制
定
し

た

も

の

で

あ

る

か

ら
､

殆

ど

同
一

.
の

制
度
が

彼
我
両
囲
に

於
て

殆

ど
同

一

の

結
果
を

生
じ

充

の

で

あ

る

が
､

我
が

武
家
政

治
と

唐
の

節
度
使
の

政

治
と
は

､

そ

の

性
質
に

於
て

零
壊
の

差
が

あ
つ

溌

の

で

あ

る
｡

軒
ち
我
が

武
家
政

治
は

平

安

時

代
の

宿
弊
計

刷
新
し

て

治
安

を

妊

持
し

､

人

民
は

こ

ゝ

に

初
め

て

そ

の

堵
を

安

ん

ず

る

を

得
た

の

で
､

北

畠
親
房
が

紳
皇

屯
繍
記
に

､

｢

頼
朝
と
云

人

も

な

く
､

泰
時

と

云

も
の

も

な

か

ら

せ

し
か

ば
､

日

本
国
の

人

民
い
､

か

ゞ

を

ら
な

せ

し
+

と
い

以
､

朝
樺
の

回
復
を

恩
ふ

も
の

ゝ

｢

是

に

曾

ざ

る

濃
の

徳
政

を

く
し

■
て

､

い

か

で

充

や

す
く
く
つ

が
へ

ざ

る

べ

き
+

と
い

つ

ナ
ー

ゐ

る

の
･

は

至

言
で

･

7 7 9

一
武

士

道

の

源

流
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橋

静

葦

俸
一

巻

第
六

娩

あ
る

｡

せ
溌

そ

の

士

底
は

武
士

の

永

ぐ
上

下

の

信
畢
を

繋
ぎ

得
舟

所
玖
で

､

曾

た

国
民
温
徳
の

支
柱
と

な

与
･
そ
一

砂
■
影

78 ｡

響
は
.

武
士

階
級
の

滅
ん

だ

今
日

に

せ
で

及
ん

で

ゐ

る

秒

で

あ

る
｡

然
る

に

支
部
で

は

節
度
使
の

厘
軋
の
.

下

に

掠
奮
殺
教

慈

に

行
は

れ
､

人
民
は

縫
え

サ

生
命
財
産
の

安
登

を

脅
さ

れ
､

唐
は

節
度
使
の

究

め

に

滅
び

､

そ

の

後
は

五

代
十
圃

の

乱
世
と

革
カ

､

.
宋
が

起
つ

て

節
度
使
の

政
屈
を

抑
へ

こ

れ

を

統
一

し

溌

秒

で

か
各

が
､

国
民
の

武
人
に

射
す
る

信
頼
は

全

く
跡
.

を

絶
ち

､

･
政

治
の

局
に

常
る

も
の

は

常
に

武
人
の

構
カ
を

得
ん

ヱ

と
を

警
戒
す
る

に

至

つ

た
｡

宋
が

臭
丹

･

女

其
の

侵
略

を

蒙
ら

､

地

を

割
き

幣
を

納
れ
す

二

時
の

購
和

を

求
め

な

が

ら
､

武
人
に

十
分
棟
カ
を

輿
へ

て

そ

の

防
勢
に

督
ら
し

む

る

ヱ

と
を

得
な

か

つ

た

の

埠

他
に

原
因
は

あ

る

に

し

て

む
､

主
と

し

て

唐
未
払
凍
の

武
人

政
屈
の

弊
に

鑑

み

こ

れ

を

伝
線
す
か

こ

と
を

得
な

か

つ

発

か

ら
で

あ
る

｡

殆

ど

甲
一

の

制
度
か

ら

出
で

し

而

か

も
か

く

の

如

き

相
違
を

生
じ

を
の

は

十
畢
真
南
圃
■

の

国
民
性
の

掛
違
に

辟
せ

し
め

ね

ば

客
ら

な
い

が
､

両
国

の

歴

史
を

比

較
す

れ

ば
､

我
国

の

武
士

道
の

貴
叶

こ

と

が

黍
ミ

明
か

に

な

る

や

う

に

恩
ふ

｡

∵

最
後
に

鎌
倉
時

代
の

裁
判
制
度
と
帝
人
の

地

僅
に

つ

い

て
一

言
し

潔
い
･ ｡

∴
づ

れ

り

時
代
を
通
じ

て

も
武
家
政

治
は

武
断
政

治
で

あ
つ

た

や

亨
け

二

般
に

考
■へ

･
ら
れ

で

ゐ

か

が
､

か

ぐ
の

放

く

道
義
心

に

思
い

鎌

倉
武
士

が

無
謀
な

政

治
を

行
ふ

筈
は

を

か

つ

た
｡

.

江
戸
時
代
の

裁
判
は

主
力
を

刑
事
に

汲
㌢

､

民
罫

ム

叫

Y

■
し
止

サ

れ

■

匡
.ヒ

ト

小

i

-

.▲
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1
1
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叫
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■
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J

よ
∴

オ

ー

パ

叫

叶

≠

-

小

山

ヰ

サ

ー

如

叫

一

■

1

. ′

.

】

叫
j
ヤ
∴

鵠
弓
∃

弓
.

1

を

軽
硯

す
る

傾
向
が

あ
つ
■
た

が
､

鎌
倉
幕
府
は

民
事
吃

っ

い

て

も
審
理

を

慎
重
に

し

二
二

間
三

答
と
い.

つ

て
､

鹿
骨
と

被
告
と
各
三

度
づ

土
欠

ミ

意
見
を

述
べ

て

論
議
を

毒
さ

し

め
､

更
に

普
尊
者
よ

ら
密
接
物
件
を

徹
し

､

或
は

詮
人
を

召

喚
し

て
勤

望
戸
を

求
め

､

境
界
専
弘

を

ど
･
の

訴
菰
に

は

特
に

吏
を

連
峰
し

て

貸
地

踏
査

を

行
は

し
め

､

然
溝

後
卿
決
を

下

す
や

う

に

し

溌

の

で
､

明
治
以
前
に

あ
つ

て

は
､

こ

の

時

代
程
裁
判
に

慎
重
を

期
し

た

る

時

代
は

を

か

つ

た
｡

こ

れ

武

¢

野
に

箇
人

の

権
利
を

尊
重
す
る

風
が

盛
ん

で

あ

つ

た

か

ら
で

あ
る

｡

普
た

律
令
の

制
度
で

は
､

唐
制
に

従
つ

で

二

股
に

婦
人

の

地

位
卑
く

､

母

権
の

如

さ

も

頗
る

薄
窟

で

あ
つ

た

が
､

鎌

倉
時
代
に

は

法
律
上

帝
人
の

榛
利
が

忍
め

ら

る

ゝ

こ

と

多
く

､

婦
人

が

男
子

の

な

い

と
き
養
子

を

迎
へ

て

家
を

艶
が

し

む
■
る

こ

と
は

律
令
で

は

許
さ

れ

な

か

つ

た

が
､

鎌
倉
幕
府
は

窺
朝
以
凍

こ

れ

を

許
し

､

貞
永

式
日
は

そ

の

先
例
に

よ

つ

て

こ

れ

を

法

律
と
し

寛

曾
た

母

と

し

て

は
､

父

と
共

に
､

父

の

死

後
は

畢
燭
で

そ

の

手

を

義
範

勘
督
す
る

こ

と
･
が

で

き
､

子

が

幼
少

で

家
を

纏
い

た

時
に

は
､

母

は

そ

の

後
見
入
と

な

つ

て

財

産
を

管
理

す
る

こ

と
も

で

き

寛

戦
国
時
代

以
後

､

.
婦
Å
由
財
産
構
は

全
く
観
め

ら
れ

を
い
･
や
ケ

に

な

つ

た

が
､

藤
倉
幕
府
は

そ

の

特
有
財

産
を

観
め

､

妻
は

夫
の

同
意
な

し

に

こ

れ

む

虞
分
す
る

乙

と
が

で

き
､

普
た

夫

か

ら
理

由

を

く
離
婚
せ

ら

れ

溌

婦
人
に

対
し

て

は
､

そ

の

夫
か

ら

譲
輿
を

受
け

充

財
産
の

所
有
権
を

忍
め

て

こ

れ

を
擁
護
し

た
｡

･
そ

の

他
､

■

と
の

時

代
の

婦
人
の

地

位
は

､

仙

後

世
全

く

昏
由

を

許
計

れ
■

な
い

婦
人
か

ら

見
れ

ば

正

に

羨
望
た
償
す
.

る
･

も
の

が

あ

つ

た

で

あ

ら

う
･｡

故
に

武
儀
政

治
は

武
断
政

治
･
で

､

箇
人
の

権
利
を
無
碍
し

､

婦
人

の

地

位
を

忍
め

な

い

と
‥

い

ふ
の

は
､

室
町
時

代
玖

村

武

士
∴

遣

の

源

洩

∵
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一

橋

論

叢

第
一

巻

第
六

銃

後
殊
に

戦
闘
時

代
の

社

食
状
勢
か

ら

起
つ
■
溌

一

般
の

通
念
で

､

少

く

と

る

鎌
倉
席

代
に

は

適
用
せ

ら

れ

を

い

わ

け

で

あ

仲

る
｡

.
而

し

て

鎌
倉
幕
府
の

政

治
は

乎
た

常
時
の

武
士

の

息
想
を

反

映
す
る

も
の
一
で

､

幕
府

が

そ

の

榛
利
を

尊
重
す
る

一

面
に

於

て
､

武
士

は

自
己

の

権
利
を

擁
護
す
る

に

熱
心

で

あ
つ

発

か

ら
で

あ

る
｡

彼
等
が

是
非
を

弊
じ

､

そ

の

是
と
す

る

と

こ

ろ
を

主
張
す
る

に

あ

発

つ

て

は
､

賭
軍
執
権
の

威
武
に

も

属
せ

ず
､

初
志

を

貫
徹
し

孝
け

れ

ば

や

せ

を

い

風
が

あ

つ

溌

こ

と

は

書
妻
鋸
の

中
に

蜃
見
る

と

乙

ろ

の

例
で

あ
る

｡

婦
人

の

地

位
も

､

幕
府
の

政

策
を

保
た

ず
､

民
間
吃

於

て

温
め

ち
れ

て

ゐ

た

の

で

あ

る
｡

我
国
に

於
て

も
､

上

古

以
凍

男
尊
女

卑
の

傾
向

は

あ

つ

潅

が
､

儒
教

･

係
数
の

盛
在

る

に

従
っ

て

そ

の

傾
向
は

益

甚
だ

し

く
を

つ

溌

の

で
､

殊
に

律
令
に

於
け

る

帝
人
の

地

億
は

､

我
囲
古

家
の

慣
習
と

一

致
せ

サ
､

木

曽
に

婦
人
を

軽
ん

じ

溌

観
が

あ

る
｡

こ

の

港
に

於
て

も
､

鎌
倉
幕
府
は

我
国

古

来
の

婦
人

の

地

億
を

忍

識

し

た

こ

と

に

を

る
｡

か

く
の

如

く
鎌
倉
時

代
の

武
士
の

道
徳
思
想
は

､

国

民
道
徳
と

し

て

尊
重
す
べ

き

内
容
を

も
つ

て

ゐ

る

の

で

あ

る

が
､

乙

れ

を

圃

民
道
徳
と

し

て

考

ふ

る

場

今
皇
室
に

封
す
る

道
徳
観
念
の

放
け

で

ゐ
渇

こ

と

が

大
な

る

敏
薪
で

あ

る
｡

乙

れ

畢
尭
武
.

士

の

造

徳
を

る

が

究

め

で
､

鎌
倉
時
代

､

武
士

は

朝
廷
の

直
凄
の

支
配

か

ち

離
れ

､

朝
廷
せ
の

関
係
は

牌
軍

甘

通
じ

て

布
は

れ

て

働

充

の

で

あ
る

か

ら
､

皇
室
に

瀕
す
る

道
徳
は

彼
等
の

直
凄
の

問
題
と

凝

ら

を

か

つ

溌

で
あ

そ
･

れ

も
ー

.
巾

.
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1

且

つ

彼
等
の

常
と
し

て

直
接
の

恩
寵
に

威
骨

る

念
は

あ
つ

て

も
､

大

義
を

呪
か

に

し

て

臣

子

の

本
分
を

誤
ら

ざ

ら

ん

こ

と

を

す
べ

て

の

武
士

に

期
待
す
る

こ

と
は

普
時

或
は

困
難
で

あ

つ

焚

か

も
知
れ

な
い

｡

併
し

､

奈
良
時

代
に

母
前
述

の

如

く
､

大

伴
氏

･

佐
伯
氏
乃

至

東
人
の

如

き

禁
衛
の

任
に

就
く
成
人
の

間
に

は
､

一

死

君
恩
に

報
い

奉
ら
ん

と

す
る

情
盛
を

る

も
の

あ

ら
､

鎌
倉
時
代
に

も
､

蒙
古

の

襲
凍
に

際
し

て

は
､

武
士

の

間
に

殉
国
の

精
神
勃
然
と

し

て

興
ら

､

■

(

異

国

蜂

起
)

(

威

儀
く

幕
府
の

指
揮
に

従
つ

て
､

乙

の

国

難
を

克
服
す
る

こ

と
が

で

き
､

｢

こ

れ

ほ

ど
の

い

こ

く

ほ

う

き

の

事
に

､

せ

い

人
)

(

親
)

(

辟
)

じ

ん

溌

ら
な

が

ら
､

つ

い

に

お

や

の

と
も
を

せ

ぬ

う
へ

は
､

お

や

こ

の

ぎ
あ
る

曾
じ

く

侯
+

.
と
い

っ

て
､

愛
子

を

勘
督

し

溌

勇
士

の

態
度
は

､

千
載
の

下

を

ほ

情
夫

を

起
た

し

む

る

の

カ
が

あ

る

で

あ
ら

う
｡

そ

れ

故
､

■

鎌
倉
武
士

に

忠
君
愛

国

の

悟
り

な

い

こ

と

を

断
言
す
る

も

の

も
を

い

で

あ

ら

う

が
､

鎌
倉
時

代
の

み

な

ら
ず

､

武
家
政

治
の

布
は

る

ゝ

限
ら

､

武
士

が

大
義
名
分
に

徹
底
す
る

こ

と

は

非
常
な

る

決
心

を

要
し

た

の

で
､

こ

れ

を
一

般
の

武
士

に

期
待
す
る

こ

と

は

困

難
で

あ
つ

た
｡

明
治
維
新
に

よ

つ

て

武
家
政

治
は

滅
び

､

初
め

七
そ

の

矛
盾
が

解
滑
し

､

武
士

が

君
国
の

た
め

に

轟
く

′

す
に

何
等
の

支
障
も
な
く

を

つ

溌

の

で

あ

る
｡

勿
論

､

l

武

士

階
級
は

後
発
ば

く
も
を

く

解
散
せ

ら

れ

た

が
､

鎌
倉
時

代

以
凍

育
成
せ

ら
れ

ね

武
士

造
は

士

族
に

よ

つ

て

俸
ぺ

ら

れ
､

国

民
の

道
徳
思
想
の

叔
幹
を

成
す
に

至

ら
､

日

清
･

日

露

の

南
役
に

於
け

る

が

如

く
､

我
国

が

戦
役
に

直
面
す
る

や
､

武
士

道
的
精
神
は

囲

民
の

う

ち
に

著
し

く

鼠
は

れ
､

内
外

の

尊
者

論
客
の

注
意
を

惹
く
や

う

に

琴
つ

た

の

で

あ

る
｡

今
や

日

支
尊
重
に

際
し

て
､

国

民
精
神
作
興
の

聾
朝
野

に

盛

つ

J

筑

を

る

折
柄

､

そ

の

基
調
と

し

て

乙

の

武
士

道
的
精
神
を

考
ふ

る
.
こ

と

は

せ

た

必

要
で

あ

ら
う

､

と

息

ふ
｡

坤

武

士

蓮

の

源

涜




