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伝統芸能における封建性の問題

〈
歌
舞
伎
論
争
〉
は
も
う
半
世
紀
以
上
も
前
の
も
の
で
あ
る
が
、
い
ま

な
お
多
く
の
課
題
を
提
起
し
て
い
る
。
こ
の
論
争
は
一
九
五
一
（
昭
二
六
）

年
九
月
か
ら
翌
年
八
月
に
か
け
、
雑
誌
「
文
学
」
誌
上
で
、
近
藤
忠
義
・

猪
野
謙
二
と
桑
原
武
夫
と
の
間
で
、
歌
舞
伎
と
い
う
伝
統
演
劇
を
今
日
ど

の
よ
う
に
受
け
継
ぐ
べ
き
か
を
論
じ
合
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
論
争
の
発

端
と
な
っ
た
『
縮
屋
新
助
」
と
は
、
越
後
縮
の
か
つ
ぎ
商
人
・
新
助
が
、

あ
る
事
情
か
ら
深
川
芸
者
・
お
美
代
の
仮
の
情
人
を
引
き
受
け
さ
せ
ら
れ

る
が
、
そ
の
う
ち
本
気
で
女
を
愛
し
て
し
ま
う
。
し
か
し
結
局
愛
想
づ
か

し
を
さ
れ
、
裏
切
ら
れ
た
絶
望
と
怒
り
か
ら
、
女
と
も
ど
も
多
く
の
人
を

殺
傷
し
て
果
て
る
、
と
い
う
筋
立
て
で
あ
る
。

こ
の
最
期
の
殺
傷
場
面
を
桑
原
は
問
題
視
し
、
名
高
い
「
寺
子
屋
」
（
「
菅

原
伝
授
手
習
鑑
乞
に
お
け
る
、
恩
義
あ
る
主
君
の
た
め
に
罪
の
な
い
少

伝
統
芸
能
に
お
け
る
封
建
性
の
問
題

歌
舞
伎
に
お
け
る
封
建
性

Ｉ
〈
歌
舞
伎
論
争
〉
の
課
題
Ｉ

年
の
首
を
差
し
出
す
非
道
な
場
面
も
引
き
合
い
に
出
し
、
西
欧
近
代
劇
の

優
位
性
を
引
き
つ
つ
、
新
生
日
本
の
た
め
に
は
こ
う
し
た
前
近
代
的
側
面

を
持
つ
大
衆
演
劇
は
否
定
す
べ
き
と
の
評
価
を
下
し
、
た
め
に
双
方
の
応

酬
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
の
論
争
が
進
む
に
つ
れ
桑
原
は
、
伝
統
芸
能
の
継
承
方
法
（
近
代
性

の
摂
取
、
歌
舞
伎
の
封
建
道
徳
性
・
無
思
想
性
の
払
拭
）
、
存
続
の
方
法

（
民
間
と
商
業
資
本
の
関
係
、
権
力
の
圧
力
と
人
間
性
の
回
復
、
大
衆
演

劇
・
文
化
の
方
法
）
等
々
じ
つ
に
鯵
し
い
問
題
を
提
起
し
た
の
で
、
投
げ

か
け
ら
れ
た
近
藤
ら
は
途
方
に
く
れ
る
ほ
ど
で
あ
っ
た
。
ま
た
分
量
だ
け

で
な
く
、
桑
原
の
挑
発
的
で
か
ら
ん
だ
物
言
い
の
た
め
、
論
旨
は
か
な
り

わ
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

し
か
し
筆
者
は
こ
の
な
か
で
、
特
に
注
視
す
べ
き
論
点
は
三
つ
あ
る
と

見
た
。
第
一
は
、
東
洋
の
文
化
に
、
西
洋
の
文
化
を
ど
う
取
り
込
ま
せ
て

い
く
か
、
と
い
う
い
わ
ば
横
軸
の
課
題
で
、
こ
れ
に
は
民
族
性
の
自
覚
が

問
わ
れ
て
く
る
。
第
二
は
、
大
衆
芸
能
を
ど
う
国
民
芸
術
に
高
め
て
い
く

川
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そ
の
う
ち
第
一
と
第
二
の
論
点
に
つ
い
て
の
考
察
は
、
短
文
な
が
ら
既

（
注
１
，
２
）

に
「
千
年
紀
文
学
」
に
掲
載
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。
残
る
は
第
三
だ
が
、

こ
れ
は
歌
舞
伎
に
お
け
る
封
建
性
を
問
う
も
の
で
、
本
論
争
が
往
復
二
回
、

計
四
回
に
も
わ
た
り
な
が
ら
容
易
に
決
着
が
つ
か
な
か
っ
た
大
き
な
問
題

で
あ
っ
た
。
で
は
双
方
が
何
を
主
張
し
、
ど
こ
が
折
り
合
え
な
か
っ
た
の

か
を
追
っ
て
み
よ
う
。

初
め
に
猪
野
は
、
歌
舞
伎
の
長
所
と
し
て
舞
台
と
観
客
が
一
つ
と
な
る

親
和
性
（
①
）
を
挙
げ
、
近
藤
は
伝
統
芸
能
の
存
続
に
は
、
健
康
な
素
人

の
目
こ
そ
が
必
要
だ
（
②
）
と
し
た
。
だ
が
桑
原
は
、
両
人
が
批
難
す
る

西
欧
近
代
劇
で
も
①
は
見
ら
れ
る
し
、
②
は
具
体
性
が
な
く
説
得
性
に
欠

け
る
と
し
た
。
そ
し
て
「
縮
屋
新
助
」
終
盤
の
斬
殺
場
面
（
③
）
や
、
前

述
の
よ
う
な
「
寺
子
屋
』
の
箇
所
（
④
）
を
難
じ
、
か
か
る
封
建
色
に
満

ち
た
伝
統
演
劇
は
、
近
代
劇
に
と
っ
て
代
わ
ら
れ
る
べ
き
と
主
張
し
た
。

こ
れ
に
対
し
近
藤
は
、
③
は
話
の
流
れ
か
ら
く
る
必
然
性
を
見
て
い
な

い
し
、
④
は
そ
う
し
た
行
為
を
遂
げ
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
時
代
の
重
圧
を

見
る
べ
き
、
と
し
た
。
そ
し
て
猪
野
は
、
歌
舞
伎
の
封
建
性
は
認
め
る
も

の
の
、
こ
れ
に
近
代
演
劇
を
置
き
換
え
る
こ
と
は
伝
統
劇
の
方
法
を
無
視

す
る
こ
と
で
あ
り
、
近
代
性
を
目
指
し
つ
つ
歌
舞
伎
の
再
生
方
法
を
探
る

べ
き
、
と
し
た
。
し
か
し
桑
原
は
こ
れ
ら
の
反
論
に
も
納
得
せ
ず
、
こ
こ

で
論
争
は
中
断
し
て
し
ま
う
。

以
上
の
よ
う
に
本
論
争
の
中
心
軸
は
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
封
建
性
道
徳

を
ど
う
捉
え
る
か
に
あ
る
、
と
見
ら
れ
る
。

か
、
と
い
う
課
題
で
、
こ
れ
に
処

そ
し
て
第
三
は
、
古
典
芸
術
を
吟

う
い
わ
ば
縦
軸
の
課
題
で
あ
る
。

と
い
う
課
題
で
、
こ
れ
に
は
大
衆
芸
術
の
確
立
が
求
め
ら
れ
て
く
る
。

て
第
三
は
、
古
典
芸
術
を
ど
う
近
代
に
引
き
継
い
で
い
く
か
、
と
い

こ
こ
で
、
本
論
争
を
振
り
返
っ
た
広
末
保
氏
の
丹
念
な
分
析
に
よ
っ
て

（
注
３
）

摘
出
さ
れ
た
問
題
を
見
ね
ば
な
ら
な
い
。
氏
は
こ
こ
で
一
一
つ
の
問
題
を
挙

げ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
近
代
化
へ
の
批
判
か
ら
本
当
に
国
民
的
な
立
場
に

立
と
う
と
す
る
な
ら
、
な
ぜ
封
建
社
会
で
の
新
吉
や
美
代
吉
の
人
間
的
な

悲
劇
が
、
今
日
の
生
活
の
な
か
で
捉
え
ら
れ
感
動
さ
れ
う
る
の
か
。
つ
ま

り
封
建
時
代
の
テ
ー
マ
が
、
な
ぜ
反
動
的
だ
と
拒
否
さ
れ
ず
に
愛
さ
れ
る

の
か
。
次
に
、
②
歌
舞
伎
は
、
近
代
化
と
は
裏
返
し
の
歪
み
で
あ
る
封
建

性
的
な
制
約
を
持
つ
演
劇
だ
が
、
そ
う
し
た
問
題
を
内
在
し
た
伝
統
を
、

今
日
ど
の
よ
う
な
形
式
で
変
革
・
継
承
す
る
の
か
。
つ
ま
り
大
衆
演
劇
の

伝
統
芸
術
と
、
そ
の
大
衆
性
ゆ
え
に
抱
え
る
封
建
的
制
約
と
の
妥
協
し
難

い
矛
盾
を
ど
う
克
服
す
る
の
か
．
ｌ
で
あ
る
．

桑
原
は
、
歌
舞
伎
の
封
建
思
想
の
有
害
を
問
う
た
の
に
対
し
て
、
近
藤

が
庶
民
の
レ
ジ
ス
タ
ン
ス
の
存
在
を
も
っ
て
反
論
し
た
が
納
得
で
き
な

か
っ
た
。
そ
の
点
、
猪
野
が
そ
の
有
害
性
は
認
め
て
い
る
こ
と
は
桑
原
は

評
価
し
た
の
だ
が
、
こ
れ
を
「
内
側
か
ら
克
服
す
る
」
と
い
う
の
は
そ
の

方
法
が
不
分
明
で
あ
る
と
し
、
こ
の
点
に
は
広
末
氏
も
同
調
し
て
い
る
。

そ
こ
で
氏
は
、
歌
舞
伎
の
封
建
思
想
を
ど
う
克
服
す
べ
き
な
の
か
を
、

改
め
て
考
え
て
い
く
。

ｌ
歌
舞
伎
は
、
時
代
的
制
約
に
よ
り
封
建
的
な
も
の
を
有
し
つ
つ
も
、

享
受
す
る
大
衆
が
感
興
・
感
動
を
お
ぼ
え
る
が
ゆ
え
に
い
ま
も
っ
て
成
立

し
て
い
る
。
こ
こ
か
ら
氏
は
そ
の
観
客
大
衆
を
分
析
し
、
そ
う
し
た
感
興

・
感
動
は
（
猪
野
の
い
う
）
「
目
覚
め
た
現
代
の
民
衆
、
素
朴
で
真
塾
な

封
建
思
想
の
受
容
実
態
と
克
服
の
課
題
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伝統芸能における封建'性の問題

し
か
し
同
時
に
、
彼
ら
Ａ
層
は
国
民
の
矛
盾
か
ら
遊
離
し
て
お
ら
ず
、

目
覚
め
て
い
る
が
ゆ
え
に
た
た
か
お
う
と
す
る
。
そ
れ
は
例
え
ば
、
家
族

の
な
か
で
の
親
子
の
問
題
で
あ
り
、
地
方
の
工
場
な
ど
で
と
り
わ
け
強
く

経
験
す
る
封
建
性
の
矛
盾
で
あ
る
。
彼
は
そ
の
矛
盾
を
知
り
苦
し
む
が
、

そ
れ
を
避
け
ず
に
そ
の
な
か
で
こ
そ
血
路
を
開
か
ね
ば
な
ら
ぬ
、
と
い
う

段
階
に
立
と
う
と
す
る
。

こ
の
よ
う
に
素
朴
に
真
蟄
に
な
っ
た
と
き
に
よ
う
や
く
、
そ
れ
ま
で
単

に
反
発
し
て
い
た
歌
舞
伎
の
封
建
性
は
違
っ
た
形
で
対
決
さ
れ
る
。
だ
が

そ
の
た
た
か
い
自
体
、
封
建
的
な
も
の
で
制
約
さ
れ
歪
め
ら
れ
、
ゆ
え
に

Ａ
は
自
己
矛
盾
に
陥
る
。
し
か
し
自
滅
を
知
り
つ
つ
妥
協
せ
ず
に
主
張
し
、

生
き
抜
こ
う
と
す
る
そ
の
決
意
こ
そ
が
、
歌
舞
伎
の
封
建
性
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
大
衆
の
生
活
感
情
の
な
か
で
受
け
止
め
ら
れ
改
め
て
感
動
を
与
え

ら
れ
る
Ｉ
・

だ
が
こ
こ
で
、
と
氏
は
続
け
る
。
歌
舞
伎
に
描
か
れ
る
か
か
る
悲
劇
は
、

Ａ
に
と
っ
て
は
自
身
に
か
か
っ
た
矛
盾
の
重
み
の
た
め
に
歪
み
、
破
た
ん

す
る
危
機
的
な
敗
北
感
で
受
け
止
め
ら
れ
る
こ
と
も
多
い
。
し
か
し
こ
の

危
機
は
、
抵
抗
な
く
し
て
は
起
こ
り
え
な
い
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
に

こ
そ
改
め
て
受
け
る
歌
舞
伎
の
感
動
は
重
要
で
あ
る
。
こ
れ
を
契
機
に
そ

の
軋
礫
は
次
第
に
否
定
さ
れ
、
克
服
さ
れ
る
べ
く
変
革
が
迫
ら
れ
る
。
こ

こ
に
伝
統
の
否
定
か
ら
継
承
へ
の
可
能
性
が
あ
る
、
と
す
る
の
で
あ
る
。

勤
労
者
」
〔
こ
れ
を
こ
こ
で
は
Ａ
層
と
呼
ぶ
〕
で
あ
っ
て
も
得
て
い
る
こ

と
で
あ
り
、
た
だ
彼
ら
Ａ
層
は
、
そ
う
し
た
歌
舞
伎
の
封
建
性
に
反
発
し

と
で
あ
り
、
た
だ
彼
ら
Ａ
層
は
、
そ
う
‐

つ
つ
も
享
受
し
て
い
る
の
だ
、
と
す
る
。

し
か
し
同
時
に
、
彼
ら
Ａ
層
は
国
民
（

上
の
如
き
鋭
利
な
考
察
を
踏
ま
え
て
な
お
、
新
た
な
問
題
が
浮
上
し
て

く
る
よ
う
に
思
う
。

第
一
は
「
目
覚
め
た
大
衆
」
（
Ａ
層
）
な
ら
ぬ
い
ま
だ
「
目
覚
め
て
い

な
い
」
一
般
大
衆
〔
こ
れ
を
Ｂ
層
と
呼
ぶ
〕
は
、
伝
統
芸
能
を
ど
う
享
受（注
２
）

し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
は
筆
者
が
か
つ
て
触
れ
た

こ
と
だ
が
、
大
衆
芸
能
と
い
う
も
の
を
今
日
ま
で
享
受
し
て
き
た
大
多
数

は
Ｂ
層
の
支
持
に
よ
る
も
の
で
あ
る
、
そ
の
こ
と
を
見
ね
ば
な
る
ま
い
。

そ
の
Ｂ
層
は
、
Ａ
層
の
よ
う
な
「
た
た
か
う
」
姿
勢
を
持
っ
て
い
る
わ
け

で
は
な
い
の
で
あ
る
。

そ
れ
に
し
て
も
、
大
多
数
の
彼
ら
Ｂ
層
を
立
脚
さ
せ
て
い
る
現
実
は
ど

う
い
う
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。

こ
こ
で
わ
れ
わ
れ
は
、
Ａ
、
Ｂ
い
ず
れ
の
層
に
し
て
も
、
そ
こ
に
至
る

ま
で
の
封
建
性
社
会
と
い
う
も
の
が
ど
の
よ
う
に
し
て
成
り
立
っ
て
き
た

の
か
を
振
り
返
ら
ね
ば
な
ら
ぬ
と
考
え
る
。
そ
こ
で
史
家
に
よ
る
近
年
の

（
注
４
）

成
果
に
負
っ
て
、
そ
の
時
代
区
分
と
特
質
を
一
瞥
し
て
み
た
い
と
思
う
。

〔
時
代
区
分
〕
中
世
（
鎌
倉
・
室
町
時
代
）
と
接
続
す
る
近
世
を
封
建

社
会
の
時
代
と
す
る
通
念
は
定
着
し
て
い
る
。
こ
の
「
封
建
」
の
語
は
、

領
地
を
区
分
（
「
封
」
）
し
て
諸
侯
を
「
建
」
て
た
と
い
う
中
国
古
代
（
周
）

の
文
献
に
基
づ
く
も
の
で
、
分
権
的
な
政
治
体
制
を
指
す
。
そ
の
反
対
が
、

郡
県
制
す
な
わ
ち
中
央
集
権
的
な
国
家
体
制
で
あ
る
。
よ
っ
て
近
世
か
ら

明
治
へ
の
移
行
と
は
、
封
建
性
か
ら
郡
県
制
へ
の
移
行
で
あ
る
。
日
本
史

上
で
は
封
建
制
度
は
武
家
制
度
と
同
一
視
さ
れ
る
の
で
、
中
世
と
近
世
は

封
建
社
会
の
形
成
と
時
代
的
制
約
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封
建
時
代
と
考
え
ら
れ
る
が
同
時
に
、
主
従
制
と
知
行
（
恩
給
）
性
と
の

結
合
た
る
支
配
階
層
内
部
の
社
会
関
係
と
見
ら
れ
た
。
そ
の
後
は
封
建
性

の
概
念
は
、
被
支
配
者
層
を
含
む
社
会
全
体
の
構
成
と
見
ら
れ
、
さ
ら
に

古
代
奴
隷
制
・
中
世
封
建
性
・
近
代
資
本
制
の
三
段
階
の
歴
史
の
発
展
段

階
の
一
つ
と
さ
れ
た
。
ま
た
中
世
と
近
世
に
は
断
絶
が
認
め
ら
れ
る
た
め
、

古
代
・
中
世
・
近
世
・
近
代
の
四
段
階
の
時
代
区
分
が
一
般
化
し
た
。

〔
時
代
の
特
質
〕
近
世
は
、
統
一
の
十
分
な
、
結
合
の
強
固
な
封
建
的

政
治
社
会
組
織
と
し
て
、
集
権
的
性
格
の
強
い
特
異
な
時
代
と
見
る
の
が

通
説
化
し
て
い
る
。
近
世
の
統
一
政
権
の
経
済
的
基
礎
を
確
定
し
た
太
閤

検
地
は
、
荘
園
名
主
を
主
体
と
し
た
在
地
領
主
制
を
否
定
し
た
。
そ
の
結

果
、
武
士
・
農
民
・
町
民
の
身
分
が
画
然
と
区
別
さ
れ
、
国
家
的
な
秩
序

に
編
成
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
兵
農
分
離
と
そ
の
一
環
た
る
石
高
制
、
そ
し

て
対
外
的
に
は
鎖
国
制
に
よ
り
成
立
し
た
国
家
体
制
た
る
幕
藩
制
国
家
と

見
ら
れ
た
。
ま
た
中
世
の
封
建
的
国
制
に
対
し
、
近
世
を
専
制
的
家
父
長

制
的
家
産
官
僚
制
国
家
と
す
る
見
方
も
あ
る
。

以
上
の
叙
述
の
結
び
で
「
こ
の
国
家
体
制
は
、
古
代
の
律
令
制
国
家
や

明
治
の
近
代
国
家
が
、
外
来
文
明
の
影
響
を
受
け
て
き
た
の
と
違
い
、
自

生
的
に
日
本
社
会
の
歴
史
的
発
展
の
結
果
と
し
て
成
立
し
た
点
が
注
目
さ

れ
る
。
」
に
続
け
て
、
「
そ
の
こ
と
と
、
こ
の
国
家
体
制
の
成
立
お
よ
び
そ

の
下
で
の
社
会
文
化
の
発
達
が
、
明
治
維
新
と
そ
の
後
の
日
本
の
近
代
国

家
と
し
て
の
発
展
と
を
可
能
と
し
た
前
提
条
件
を
な
し
た
と
見
ら
れ

る
。
」
と
あ
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。
と
い
う
の
は
こ
の
指
摘
に
、
そ
の
前

の
〔
時
代
区
分
〕
に
記
さ
れ
た
と
こ
ろ
の
「
近
世
か
ら
明
治
へ
の
移
行
と

は
、
封
建
制
か
ら
郡
県
制
へ
の
移
行
で
あ
る
」
と
い
う
転
換
が
あ
り
な
が

ら
、
な
ぜ
近
代
に
至
っ
て
も
封
建
性
が
連
続
し
て
い
る
の
か
の
手
掛
か
り

こ
の
封
建
性
の
残
存
と
い
う
問
題
を
さ
ら
に
解
明
す
る
た
め
、
こ
こ
で

（
注
６
）

筆
者
は
ル
ー
ス
・
ベ
ネ
デ
ィ
ク
ト
女
史
の
「
菊
と
刀
」
を
参
看
し
た
い
と

思
う
。
こ
れ
は
周
知
の
如
く
、
米
軍
が
占
領
す
る
う
え
で
日
本
を
知
る
必

要
に
よ
り
著
さ
れ
た
と
い
う
名
著
で
あ
る
。

こ
の
な
か
で
女
史
は
、
日
本
の
長
い
歴
史
の
う
ち
、
日
本
人
に
最
も
縛

り
を
か
け
て
き
た
根
底
に
階
級
制
度
Ⅱ
カ
ー
ス
ト
が
あ
る
こ
と
を
繰
り
返

し
説
く
。
こ
こ
に
、
上
に
見
た
「
（
近
世
国
家
は
）
武
士
・
農
民
・
町
民

の
身
分
が
画
然
と
区
別
さ
れ
、
国
家
的
な
秩
序
に
編
成
さ
れ
た
」
こ
と
。

そ
し
て
「
兵
農
分
離
と
そ
の
一
環
た
る
石
高
制
お
よ
び
鎖
国
制
に
よ
り
成

立
し
た
国
家
体
制
」
で
あ
る
、
と
の
指
摘
と
重
な
り
あ
う
も
の
が
認
め
ら

れ
よ
う
。

次
に
「
義
務
」
と
「
義
理
」
に
つ
い
て
見
よ
う
。
こ
れ
ら
は
歌
舞
伎
・

浄
瑠
璃
・
小
説
な
ど
江
戸
文
芸
に
顕
著
に
み
ら
れ
る
規
範
で
あ
る
が
、
女

史
は
こ
れ
ら
を
日
本
文
化
形
態
の
典
型
と
し
て
考
察
対
象
と
し
て
い
る
。

ま
ず
「
恩
」
を
、
日
本
で
の
特
異
な
思
考
様
式
と
し
て
挙
げ
、
「
義
務
」
「
義

理
」
の
概
念
は
そ
の
表
出
で
あ
る
と
見
て
、
そ
の
形
態
諸
相
を
次
の
よ
う

が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、
社
会
制
度
の
転
換
に
反
し
て
封
建
性
と
い
う
心
性
に
時

間
的
連
続
が
あ
る
こ
と
は
、
日
欧
間
で
の
空
間
的
共
通
性
〔
「
完
全
な
封

（
注
５
）

建
制
度
の
発
達
は
、
欧
州
と
日
本
だ
け
」
〕
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
日

本
だ
け
に
封
建
性
が
残
存
し
て
い
る
、
と
い
う
こ
と
か
ら
も
問
題
と
さ
れ

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

封
建
性
の
残
存
１
１
義
務
と
義
理
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に
列
挙
す
る
。

（
広
義
の
）
義
務
は
、
次
の
Ｉ
と
Ⅱ
に
分
か
れ
る
。

Ｉ
受
動
的
に
蒙
る
義
務
［
受
動
的
に
恩
を
受
け
る
立
場
か
ら
見
た

場
合
の
も
の
］

Ⅱ
積
極
的
に
返
す
義
務
［
恩
人
に
負
債
を
返
済
す
る
見
地
か
ら
見

た
場
合
の
も
の
］

Ｉ
は
、
天
皇
、
両
親
、
主
君
、
教
師
か
ら
受
け
る
恩
で
あ
り
、
そ

れ
ぞ
れ
皇
恩
、
親
の
恩
、
主
恩
、
師
の
恩
と
呼
ば
れ
る
。
ほ
か
に

一
般
の
人
か
ら
受
け
る
恩
が
あ
る
。

こ
れ
と
対
を
な
す
の
が
Ⅱ
で
あ
り
、
こ
れ
は
上
記
の
恩
人
か
ら
受

け
た
負
債
を
返
す
義
務
で
あ
る
。

こ
の
Ⅱ
は
、
さ
ら
に
次
の
Ａ
と
Ｂ
に
分
か
れ
る
。

Ａ
［
全
部
を
返
し
切
れ
ず
、
時
間
的
に
限
度
の
な
い
義
務
（
狭
義
の
）

Ｂ
［
自
分
が
受
け
た
恩
恵
に
等
量
を
返
せ
ば
よ
く
、
時
間
的
に
限
度

の
あ
る
義
務
］
（
す
な
わ
ち
「
義
理
」
）

Ａ
は
、
天
皇
・
法
律
・
日
本
国
へ
の
忠
、
両
親
・
祖
先
へ
の
孝
、

仕
事
へ
の
任
務
で
あ
る
。

Ｂ
は
、
次
の
ａ
［
世
間
へ
の
義
務
］
と
、
ｂ
［
名
へ
の
義
務
］
に

分
か
れ
る
。

ａ
：
主
君
・
近
親
・
他
人
．
遠
い
親
戚
へ
の
義
務

ｂ
：
人
か
ら
誇
り
を
受
け
た
汚
名
を
す
す
ぐ
報
復
・
復
讐
、
失

敗
・
無
知
の
不
認
、
礼
節
の
遵
守
な
ど

こ
の
よ
う
に
女
史
に
よ
れ
ば
、
義
務
と
は
「
恩
」
に
対
す
る
反
応
の
表

さ
て
こ
れ
か
ら
第
二
の
問
題
に
な
る
。
こ
う
し
た
封
建
的
題
材
に
満
ち

た
歌
舞
伎
を
見
て
Ａ
層
は
、
上
の
如
き
た
た
か
い
を
経
て
、
改
め
て
歌
舞

伎
の
身
近
さ
を
発
見
・
認
識
す
る
と
い
う
。
で
は
た
た
か
う
ま
で
に
至
っ

て
い
な
い
Ｂ
層
の
受
け
止
め
よ
う
は
ど
う
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
と
い
う
の

は
彼
ら
Ｂ
層
と
て
、
上
記
の
封
建
的
現
象
に
日
々
そ
そ
が
れ
て
い
る
の
は

も
と
よ
り
同
じ
だ
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
彼
ら
は
Ａ
層
の
よ
う
に
目
覚
め

て
お
ら
ず
、
あ
る
い
は
目
覚
め
て
い
て
も
、
た
た
か
っ
て
血
路
を
開
く
と

こ
ろ
ま
で
進
み
出
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
け
れ
ど
も
封
建
的
事
象

れ
で
あ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
が
、
徳
川
期
三
百
年
に
及
ぶ
封
建
社
会
の
産

物
で
あ
る
、
と
の
指
摘
に
も
注
目
せ
ね
ば
な
ら
な
い
。
い
ま
対
象
と
し
て

い
る
歌
舞
伎
を
こ
の
分
類
に
て
ら
せ
ば
、
『
縮
屋
新
助
』
で
の
斬
殺
は
、

Ⅱ
Ｂ
ｂ
の
報
復
・
復
讐
に
、
「
寺
子
屋
」
で
の
子
の
首
の
差
し
出
し
は
、

Ⅱ
Ｂ
ａ
の
主
君
へ
の
義
務
に
当
て
は
ま
ろ
う
。
さ
ら
に
猪
野
が
「
は
っ
と

し
た
」
と
い
う
と
こ
ろ
ｌ
美
代
吉
に
す
げ
な
く
誉
れ
憤
る
新
助
に
「
な

ん
ぼ
正
直
が
よ
い
と
言
う
て
、
厭
な
お
客
を
厭
と
言
う
て
は
そ
れ
で
は
お

客
が
ご
ざ
ん
せ
ぬ
」
云
々
の
セ
リ
フ
は
Ⅱ
Ｂ
ａ
で
あ
り
、
命
が
け
の
「
お

家
の
重
宝
」
で
あ
る
香
炉
を
め
ぐ
る
命
が
け
の
争
い
も
そ
れ
に
当
た
る
。

近
藤
が
「
現
代
日
本
の
生
活
の
中
に
も
、
そ
ん
な
香
炉
に
あ
た
る
よ
う
な

も
の
が
、
わ
れ
わ
れ
の
自
由
や
人
間
性
を
お
び
や
か
す
、
と
い
う
こ
と
が

な
い
と
は
言
え
な
い
よ
う
に
思
う
の
で
す
。
」
と
言
っ
た
よ
う
に
、
現
代

の
わ
れ
わ
れ
は
Ⅱ
Ｂ
ａ
に
あ
ま
ね
く
縛
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
思
い
当
た
る
。

こ
れ
ら
は
ま
さ
に
封
建
的
現
象
で
あ
る
、
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

た
た
か
い
難
い
受
容
層
の
内
部
処
理
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に
日
々
さ
い
な
ま
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
眼
前
の
上
演
に
は
心
か
ら
共
感

・
同
化
す
る
の
で
あ
る
。

で
は
彼
ら
Ｂ
層
の
内
部
で
は
、
そ
こ
か
ら
く
る
篭
積
を
ど
う
処
理
し
て

い
る
の
か
。
彼
ら
は
大
衆
芸
能
を
、
な
ぜ
か
く
も
繰
り
返
し
求
め
る
の
だ

ろ
う
か
。
こ
こ
で
筆
者
は
、
上
前
淳
一
郎
氏
の
分
析
を
引
き
た
い
。
こ
れ

（
注
７
）

は
昭
和
の
大
歌
手
・
美
土
二
ひ
ば
り
の
生
涯
を
た
ど
っ
た
著
書
に
お
け
る
記

述
で
あ
る
が
、
氏
は
こ
こ
で
、
歌
に
庶
民
が
寄
せ
る
心
情
と
し
て
、
次
の

よ
う
に
指
摘
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

「
お
そ
ら
く
長
沼
弘
毅
に
は
、
日
本
人
の
誰
も
が
、
ど
こ
で
も
口
ず
さ

め
る
よ
う
な
、
質
の
高
い
歌
を
普
及
さ
せ
る
の
が
、
レ
コ
ー
ド
会
社
を

経
営
す
る
も
の
の
責
任
だ
、
と
い
う
考
え
が
あ
っ
た
…
日
本
に
は
な
ぜ

こ
ん
な
歌
〔
シ
ャ
ン
ソ
ン
〕
が
な
い
の
か
、
と
い
う
議
論
が
知
識
人
の

間
に
ひ
と
し
き
り
起
き
た
り
も
し
て
い
た
。
こ
の
考
え
方
は
ま
さ
に
正

論
で
、
日
本
の
歌
謡
曲
に
は
肯
定
と
か
勝
利
、
あ
る
い
は
高
揚
、
希
望
、

笑
い
と
い
っ
た
、
プ
ラ
ス
の
要
素
が
な
い
。
あ
る
の
は
否
定
、
敗
北
、

沈
降
、
失
望
、
涙
、
す
べ
て
暗
い
マ
イ
ナ
ス
要
素
ば
か
り
で
あ
る
。
…

し
か
し
…
長
い
間
、
浪
曲
や
歌
謡
曲
の
持
つ
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
、
日
本

人
の
心
象
風
景
に
よ
く
似
合
っ
て
き
た
こ
と
も
ま
た
た
し
か
で
あ
っ
た
。

…
狭
い
国
士
に
複
雑
な
人
間
関
係
に
か
ら
め
と
ら
れ
て
生
き
る
人
々
に

と
っ
て
、
歌
謡
曲
が
持
つ
暗
く
哀
し
い
世
界
に
身
を
置
く
こ
と
が
、
あ

る
種
の
カ
タ
ル
シ
ス
作
用
を
も
た
ら
す
。
…
歌
は
涙
で
も
た
め
息
で
も

あ
っ
て
、
そ
れ
を
口
に
す
る
こ
と
で
心
理
的
な
排
泄
の
満
足
が
与
え
ら

れ
る
の
だ
。
…
歌
謡
曲
を
マ
イ
ナ
ス
要
素
が
強
い
ゆ
え
に
排
斥
す
る
の

は
非
現
実
的
で
あ
る
。
」

問
題
に
し
て
き
た
封
建
性
は
、
三
百
年
来
が
ん
じ
が
ら
め
に
培
わ
れ
た

心
性
の
所
産
で
あ
り
、
伝
統
芸
能
か
ら
こ
れ
を
拭
い
去
る
の
は
容
易
な
こ

と
で
は
な
い
。
そ
の
陸
路
を
切
り
拓
く
た
め
に
は
、
こ
れ
ま
で
伝
統
演
劇

を
支
持
し
て
き
た
Ｂ
層
と
、
こ
れ
を
近
代
的
に
変
革
す
る
契
機
を
持
つ
Ａ

層
と
の
相
互
補
完
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
よ
っ
て
こ
そ
全
国
民
か
ら

成
る
芸
術
ｌ
国
民
芸
術
の
創
造
と
い
う
真
の
課
題
が
達
成
き
れ
る
の
で

は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
点
で
近
藤
が
後
年
、
本
論
争
を
振
り
返
っ
て
次
の

（
注
８
）

よ
う
に
述
懐
し
て
い
る
こ
と
が
想
起
さ
れ
る
。

こ
の
よ
う
に
Ｂ
層
は
、
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
る
よ
う
な
浄
化
作
用
が
存
す

る
が
ゆ
え
に
大
衆
芸
能
に
埋
没
す
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
同
時
に
、
彼
ら

は
そ
こ
に
と
ど
ま
る
の
で
あ
る
。

（
注
２
）

け
れ
ど
も
拙
稿
で
記
し
た
よ
う
に
、
〈
７
日
あ
る
大
衆
芸
能
は
、
大
多
数

の
彼
ら
の
か
か
る
共
感
の
支
え
が
あ
っ
た
れ
ば
こ
そ
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
伝
統
演
劇
に
限
ら
ず
、
時
代
劇
・
ヤ
ク
ザ
映
画
や
講
談
・
浪
曲
、
そ
し

て
演
歌
・
歌
謡
曲
等
々
、
大
衆
芸
能
す
べ
て
に
言
え
る
こ
と
で
あ
る
。
そ

し
て
か
か
る
ジ
ャ
ン
ル
の
う
ち
講
談
・
浪
曲
や
時
代
劇
映
画
が
廃
れ
た
ほ

か
は
、
い
ま
も
根
強
い
支
持
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
（
こ
れ
ら
が
な
ぜ
廃

れ
た
の
か
は
考
察
に
値
す
る
が
）
。

「
近
世
の
不
幸
な
僕
ら
の
祖
先
が
、
も
の
も
言
え
な
い
条
件
に
耐
え
た

人
々
が
、
歌
舞
伎
と
か
人
形
芝
居
と
い
う
形
式
を
通
し
て
、
嘆
き
を
訴

結
び
ｌ
国
民
芸
術
創
造
の
課
題
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筆
者
は
か
つ
て
「
…
新
た
な
環
境
変
化
の
な
か
で
、
芸
術
家
は
ど
こ
ま

で
伝
統
を
育
み
、
ま
た
修
正
さ
せ
る
の
か
。
…
伝
統
継
承
は
、
提
供
者
と

ご
部
の
も
の
で
な
い
）
享
受
者
と
の
や
り
取
り
、
イ
ン
テ
リ
と
大
衆
の

双
方
が
忌
憧
な
く
支
え
合
い
、
進
む
こ
と
な
し
に
は
成
し
遂
げ
ら
れ
ぬ
も

（
注
９
）

の
に
な
っ
て
い
る
、
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
」
と
述
べ
た
が
、
こ
の
こ
と
は

本
論
で
も
同
様
に
い
え
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。

本
稿
は
〈
歌
舞
伎
論
争
〉
の
中
心
軸
は
、
歌
舞
伎
に
お
け
る
封
建
性
を

ど
う
捉
え
る
か
に
あ
る
こ
と
。
封
建
制
は
近
世
期
に
確
立
し
た
が
、
そ
の

階
級
制
度
の
も
と
に
近
代
に
至
っ
て
も
引
き
摺
ら
れ
て
き
た
こ
と
。
「
目

覚
め
た
層
」
は
、
封
建
制
の
矛
盾
と
格
闘
す
る
な
か
で
歌
舞
伎
を
再
認
識

し
た
こ
と
。
一
方
伝
統
芸
能
は
、
「
目
覚
め
ざ
る
層
」
の
支
持
な
く
し
て
は

継
承
さ
れ
な
か
っ
た
こ
と
。
民
族
遺
産
の
改
革
・
発
展
は
、
こ
の
二
つ
の

層
の
交
流
に
よ
っ
て
こ
そ
展
望
が
拓
け
る
こ
と
。
等
々
を
論
述
し
て
き
た
。

な
お
本
稿
で
は
、
広
末
氏
の
提
出
し
た
問
題
に
関
し
て
は
、
第
一
の
点

え
、
憤
り
を
も
ら
す
。
と
に
か
く
生
き
る
あ
か
し
を
あ
の
芝
居
の
な
か

で
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
ん
だ
。
そ
れ
が
本
来
の
歌
舞
伎
な
ん
だ
。
…

民
族
の
遺
産
と
し
て
の
歌
舞
伎
を
見
て
、
僕
ら
は
大
事
に
し
よ
う
…
こ

う
言
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。
そ
れ
に
対
し
て
〔
桑
原
さ
ん
は
〕
い
ち
ゃ

も
ん
を
つ
け
て
き
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
そ
れ
は
…
三
人
だ
け
の
論
争
で

終
わ
っ
ち
ゃ
っ
た
。
国
民
が
参
加
し
な
か
っ
た
か
ら
。
た
だ
ほ
か
の
人

は
高
み
の
見
物
を
し
て
、
無
責
任
に
発
言
し
て
い
る
だ
け
で
…
飛
び
込

ん
で
こ
な
い
ん
だ
。
だ
か
ら
あ
の
問
題
は
立
ち
消
え
で
す
。
し
か
し
…

こ
れ
は
や
っ
ぱ
り
民
族
遺
産
の
問
題
だ
か
ら
、
み
ん
な
で
考
え
る
必
要

が
あ
る
。
…
」

百丁注
、．＝、＝＝

（
封
建
時
代
の
テ
ー
マ
が
な
ぜ
反
動
的
だ
と
拒
否
さ
れ
ず
に
愛
さ
れ
る
の

か
）
で
と
ど
ま
っ
て
い
る
。
氏
は
さ
ら
に
第
二
の
問
題
（
大
衆
的
な
上
演

形
式
の
継
承
の
探
求
）
に
言
及
す
る
の
だ
が
、
筆
者
は
そ
こ
ま
で
検
討
す

る
も
の
を
持
ち
合
わ
せ
て
い
な
い
し
、
氏
も
そ
の
具
体
的
な
手
立
て
は
む

し
ろ
演
者
ら
の
試
行
営
為
を
聴
き
た
い
、
と
し
て
い
る
。
じ
っ
き
い
今
日

の
歌
舞
伎
界
で
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
上
演
ス
タ
イ
ル
が
な
さ
れ
て
い
る
よ
う

で
あ
る
。
伝
統
芸
能
そ
れ
ぞ
れ
の
ジ
ャ
ン
ル
に
お
け
る
こ
う
し
た
試
み
を
、

こ
れ
ま
た
斯
界
が
広
く
披
瀝
・
交
歓
し
あ
う
べ
き
秋
で
あ
ろ
う
。

最
後
に
、
引
用
・
参
考
文
献
で
蒙
っ
た
学
恩
に
つ
き
、
執
筆
者
各
位
に

謝
意
を
表
し
た
い
。

（
９
）

〆￣へ〆￣へ〆￣へ

８７６
，－〆、－〆、-〆

（
３
）

（
４
）

（
５
）

「
東
洋
と
西
洋
の
狭
間
で
」
（
『
千
年
紀
文
学
」
氾
号
、
二
○
○
八
・
二

「
伝
統
芸
能
の
継
承
を
め
ぐ
る
方
法
と
問
題
」
Ｓ
千
年
紀
文
学
」
だ
号
、

二
○
○
八
・
七
）

「
歌
舞
伎
論
の
課
題
」
ｓ
元
禄
文
化
研
究
」
所
収
）

尾
藤
正
英
「
近
世
」
Ｓ
国
史
大
辞
典
」
４
）
吉
川
弘
文
館

Ｅ
・
Ｏ
・
ラ
イ
シ
ャ
ワ
ー
『
日
本
近
代
の
新
し
い
見
方
」
（
講
談
社
新

書
）

日
本
版
は
一
九
四
八
年
刊
行
。

『
イ
カ
ロ
ス
の
翼
」
ｌ
美
空
ひ
ば
り
と
日
本
人
の
仙
年
ｌ
、
文
鎮
春
秋

「
学
問
と
平
和
」
（
『
日
本
古
典
の
内
と
外
」
所
収
）
。
「
文
学
戦
後
の
三

十
年
」
（
同
所
収
）
で
も
述
懐
。

注
２
に
同
じ
。

（
か
わ
だ
ま
さ
み
・
’
九
六
六
年
卒
）
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