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は
じ
め
に

日
本
の
伝
統
演
劇
で
あ
る
歌
郷
伎
は
、
近
世
庶
民
の
生
ん
だ
優
れ
た
文
化

と
し
て
今
日
に
伝
え
ら
れ
る
。

し
か
し
、
歌
郷
伎
が
庶
民
を
代
表
す
る
文
化
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
か
。
出

雲
の
阿
国
が
創
始
し
た
歌
鋒
伎
は
伝
統
演
劇
と
し
て
、
歌
舞
伎
界
の
人
た
ち

は
名
門
と
か
梨
園
と
い
っ
た
言
葉
で
呼
ば
れ
君
臨
し
て
い
る
。
阿
国
時
代
の

歌
舞
伎
・
近
世
初
期
の
歌
舞
伎
は
も
っ
と
庶
民
の
支
持
を
受
け
た
芸
能
で
は

な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
も
と
も
と
歌
辨
伎
に
限
ら
ず
、
日
本
芸
能
を
創
始
あ

る
い
は
育
成
し
て
き
た
の
は
、
庶
民
ま
た
は
そ
れ
以
下
の
賎
民
階
層
に
属
す

る
人
た
ち
で
あ
っ
た
。
な
か
で
も
、
能
が
雑
府
の
式
楽
と
し
て
取
り
上
げ
ら

れ
た
の
に
対
し
、
そ
の
最
も
庶
民
的
な
芸
能
と
し
て
歌
舞
伎
は
、
代
表
さ
れ

る
も
の
で
あ
る
。

今
日
残
っ
て
い
る
地
方
に
お
け
る
農
村
歌
舞
伎
は
別
と
し
て
伝
統
歌
舞
伎

は
豪
華
絢
燗
さ
を
も
っ
た
も
の
で
あ
る
。
で
は
、
こ
の
よ
う
な
衣
裳
や
、
舞

台
な
ど
は
初
め
か
ら
、
そ
う
で
あ
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
む
し
ろ
、
発
展
の

途
上
に
お
い
て
序
交
に
豪
華
さ
を
増
し
、
今
日
の
様
式
を
伝
え
る
よ
う
に
な

法
政
史
学
第
二
十
五
号

歌
舞
伎
創
造
の
一
考
察

室
町
時
代
に
は
７
諸
国
の
民
間
に
育
っ
た
雑
芸
を
身
に
つ
け
た
多
く
の
遊

芸
師
た
ち
が
、
京
都
に
上
っ
て
い
る
。
当
時
の
京
都
は
、
海
内
で
も
随
一
の

人
口
を
有
し
て
繁
栄
し
、
し
か
も
、
そ
れ
ま
で
都
市
の
権
力
を
握
っ
て
い
た

御
所
や
公
家
衆
に
か
わ
っ
て
、
町
衆
の
手
に
よ
り
自
治
が
な
さ
れ
つ
つ
あ
つ

（
１
）

た
。
こ
の
よ
う
な
情
勢
は
、
彼
ら
の
興
行
を
成
立
さ
せ
る
重
要
な
要
素
に
な

っ
て
い
た
。

の
ち
、
出
雲
の
阿
国
と
名
の
る
女
性
芸
能
者
が
、
京
都
の
四
条
河
原
で
、

勧
進
興
行
の
か
ぶ
き
踊
り
を
演
じ
た
の
は
、
徳
川
家
康
が
将
軍
宣
下
を
う
け

た
、
慶
長
八
年
（
一
六
○
一
一
一
）
の
こ
と
で
あ
り
、
つ
い
で
慶
長
十
二
年
（
’

六
○
七
）
に
は
、
江
戸
城
中
本
丸
と
西
丸
の
間
に
お
い
て
、
観
世
・
金
春
両

っ
た
の
で
あ
る
。
四
民
統
制
の
戯
か
つ
た
江
戸
時
代
に
お
い
て
、
賎
民
役
者

に
よ
っ
て
演
じ
ら
れ
た
鍬
舜
伎
が
、
や
が
て
庶
民
芸
能
の
感
覚
か
ら
脱
し
て

し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
江
戸
時
代
の
発
展
途
上
に
お
い
て
、
ど
の
様
な

と
こ
ろ
か
ら
き
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
、
こ
こ
で
は
こ
う
し
た
点
を
考
察
し

て
ゆ
き
た
い
と
思
う
。
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太
夫
の
勧
進
能
が
張
ら
れ
た
Ｈ
か
ら
数
狙
、
も
ち
に
、
同
じ
場
所
に
お
い
て

勧
進
し
て
い
る
．
し
か
も
「
兄
ル
老
如
鯵
市
」
と
あ
る
よ
う
に
非
常
な
雲

を
博
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
「
江
戸
右
大
将
秀
忠
公
〈
不
二
見
給
一
」

「
江
戸
江
名
人
の
か
ぶ
き
来
候
得
と
も
、
大
納
言
様
秀
忠
公
一
度
も
御
覧
無
し

（
４
）

之
」
と
あ
る
よ
う
に
、
将
軍
自
身
は
必
ず
し
も
興
味
を
示
さ
な
か
っ
た
に
せ

よ
、
す
で
に
江
戸
城
中
で
の
興
行
を
許
さ
ざ
る
を
得
な
い
ほ
ど
の
雰
囲
気
を

（
５
）

つ
く
り
あ
げ
て
い
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
歌
舞
伎
興
行
が
短
期
間
に

目
党
し
い
進
展
を
し
た
根
拠
は
な
ん
で
あ
っ
た
ろ
う
か
。

慶
長
八
年
の
江
戸
開
府
は
、
一
応
、
戦
国
争
乱
の
終
結
を
意
味
す
る
も
の

で
あ
り
、
巷
の
一
部
で
は
、
遊
楽
や
自
由
を
求
め
る
傾
向
が
ふ
ら
れ
た
と
い

え
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
時
、
京
都
と
い
う
自
由
が
満
ち
た
大
都
市
に

お
い
て
、
し
か
も
四
条
河
原
と
い
う
場
所
で
興
行
を
行
な
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
偶
然
の
こ
と
で
あ
っ
た
と
し
て
も
重
要
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

阿
国
歌
舞
伎
は
そ
れ
ま
で
の
中
世
の
芸
能
と
は
、
隔
絶
し
た
新
要
素
を
多

く
伴
っ
て
「
阿
国
歌
舞
伎
絵
詞
」
等
に
承
ら
れ
る
よ
う
に
新
し
い
服
装
、
十

字
架
を
さ
げ
、
南
蛮
笠
を
か
ぶ
り
、
当
時
流
行
の
先
端
を
ゆ
く
も
の
で
あ
っ

た
。
ま
た
阿
国
が
女
性
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
日
本
の
演
劇
史
上
に
お
い
て
画

期
的
な
こ
と
で
あ
っ
た
。
さ
ら
に
、
勧
進
歌
舞
伎
と
し
て
、
芸
を
商
品
化
し
、

か
ぶ
き
踊
り
を
商
業
減
劇
と
し
て
創
始
し
た
こ
と
は
、
新
時
代
の
興
行
師
で

（
６
）

あ
り
開
拓
者
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
「
阿
国
歌
舞
伎
絵
詞
」
の
挿
図
に
は
、
観

覧
席
の
中
央
に
、
名
古
屋
山
三
郎
を
立
た
せ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
演
出
は

従
来
の
能
に
は
ま
っ
た
く
見
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
も
の
で
、
山
三
郎
が

「
貴
賎
の
な
か
に
」
す
な
わ
ち
、
観
窓
の
中
か
ら
現
わ
れ
る
と
い
う
構
想
、

そ
の
こ
と
は
新
歌
舞
伎
が
、
京
都
の
町
衆
と
い
う
階
層
の
な
か
か
ら
生
ま
れ

歌
舞
伎
創
造
の
一
考
察
（
田
中
）

（
７
）

で
た
芸
能
で
あ
る
こ
と
を
伝
え
て
く
れ
る
。
と
い
う
よ
り
１
も
、
も
っ
と
強
い

身
分
意
識
の
あ
ら
わ
れ
と
考
え
て
も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。
舞
台
の

賎
民
芸
能
者
と
観
客
（
市
民
）
を
つ
な
ぐ
か
け
橋
、
こ
れ
が
日
本
演
劇
独
特

の
劇
場
設
備
で
あ
る
「
花
道
」
を
創
造
し
た
。
こ
の
花
道
が
能
に
お
け
る
能

（
８
）

舞
台
の
勅
使
段
に
先
跳
を
み
る
の
な
ら
、
な
お
さ
ら
の
こ
と
貴
人
の
観
客
と

役
者
が
一
体
化
す
る
唯
一
の
絆
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

日
本
の
芸
能
は
、
常
に
歴
史
的
に
下
層
階
級
に
属
す
る
人
々
に
よ
っ
て
創

繩挙川坤痙囎牝岬乱脈椰舳脈川棚》Ⅷ僻罹鯏棚延椰継州抑棚川“
て
一
般
民
衆
か
ら
離
れ
て
し
ま
っ
た
の
に
対
し
て
、
最
も
強
く
そ
れ
が
あ
ら

わ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。

歌
舞
伎
が
京
都
と
い
う
自
由
な
大
都
市
に
お
い
て
興
行
さ
れ
た
と
い
う
事

だ
け
で
成
功
へ
の
道
で
あ
っ
た
。
自
由
な
市
民
的
な
都
市
で
あ
っ
た
と
い
う

こ
と
で
は
、
む
し
ろ
御
所
や
公
方
の
権
威
か
ら
逃
れ
海
外
貿
易
の
基
地
で
あ

（、）（Ⅲ）
っ
た
堺
や
博
多
こ
そ
、
都
市
の
名
に
価
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
京
都
は
よ
り
以

上
の
中
世
を
う
ち
や
ぶ
ろ
う
と
す
る
市
民
意
識
が
燃
え
て
お
り
、
京
都
の
町

の
中
心
を
な
し
て
ゆ
く
町
衆
自
身
の
賎
民
意
識
を
克
服
し
た
自
立
へ
の
精
神

と
、
賎
民
芸
能
者
の
身
分
を
克
服
し
よ
う
と
す
る
意
識
が
一
緒
に
な
っ
て
歌

舞
伎
が
ま
す
ま
す
発
展
す
る
道
が
開
か
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。

一一

慶
長
八
年
以
降
の
江
戸
の
市
街
づ
く
り
と
江
戸
城
改
築
に
伴
う
商
業
の
発

展
は
、
中
世
か
ら
近
世
へ
の
封
建
社
会
の
移
行
に
お
い
て
農
村
に
相
対
す
る

都
市
の
成
立
に
よ
っ
て
で
き
あ
が
っ
た
、
城
下
町
や
商
業
的
都
市
に
伴
い
興

一

五
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業
を
た
て
ま
え
と
し
た
阿
国
歌
舞
伎
は
、
そ
う
し
た
消
費
地
の
な
か
へ
流
れ

て
い
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
都
市
の
成
立
は
、
封
建
領
主
が
そ
の
権
力

を
集
中
せ
し
め
、
政
治
的
意
図
の
も
と
に
家
臣
団
と
併
せ
て
商
工
業
者
を

結
集
せ
し
め
た
結
果
、
そ
れ
が
幕
府
直
轄
領
の
場
合
は
全
国
的
な
規
模
を
も

（
皿
）

っ
て
発
展
し
た
。
後
に
江
一
Ｐ
と
大
坂
に
お
い
て
歌
舞
伎
が
恒
常
的
な
当
り
を

続
け
る
の
は
、
そ
う
し
た
都
市
と
し
て
の
機
能
を
充
分
も
っ
て
い
た
か
ら
で

あ
る
。
ま
た
、
江
戸
幕
府
成
立
以
前
、
す
な
わ
ち
慶
長
六
年
（
一
六
○
一
）

家
康
は
、
石
見
の
大
森
銀
山
を
初
め
と
し
、
全
国
の
重
要
鉱
山
を
次
々
直
轄

化
し
て
い
っ
た
が
、
む
ろ
ん
阿
国
歌
舞
伎
は
、
こ
う
し
て
出
来
た
鉱
山
町
に

お
い
て
も
興
行
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

（
⑬
）

阿
国
が
佐
渡
の
出
身
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
、
と
す
る
説
は
、
当
時
、
佐
渡

が
金
山
を
背
景
と
し
て
歌
舞
伎
興
行
を
成
立
さ
せ
る
条
件
が
あ
っ
た
か
ら
で

あ
る
。
し
た
が
っ
て
石
見
銀
山
に
近
い
出
雲
は
、
銀
山
の
盛
況
を
背
景
と
し

て
歌
舞
伎
興
行
を
盛
り
た
た
せ
る
条
件
が
充
分
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
し
か
し
、

こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
演
劇
は
単
に
技
芸
の
伝
承
や
伝
統
が
な
く
て
は
大
成

し
得
な
い
と
い
う
た
て
ま
え
か
ら
毛
利
氏
と
結
び
つ
け
た
考
え
方
も
あ
る
。

つ
ま
り
、
出
雲
は
風
土
的
に
発
生
し
え
ず
、
佐
渡
は
世
阿
弥
流
罪
や
日
蓮
遠

流
の
文
化
的
事
跡
が
あ
っ
て
も
、
佐
渡
島
内
で
発
生
し
た
の
で
は
な
く
、
む

（
Ⅲ
）

し
ろ
佐
渡
の
繁
栄
の
な
か
で
育
成
さ
れ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、

『
女
か
ぶ
ぎ
諸
国
に
く
た
る
。
虫
励
瓶
於
国
と
申
太
夫
、
出
雲
の
も
の
、
佐

渡
え
渡
、
京
へ
出
を
ど
り
初
、
…
…
』
と
阿
国
の
佐
渡
に
お
け
る
修
業
説
が

う
な
づ
け
る
。
こ
れ
ら
に
つ
い
て
、
私
は
阿
国
の
出
身
や
歌
舞
伎
の
発
生
地

が
ど
こ
で
あ
っ
た
か
と
い
う
よ
り
も
、
商
業
消
費
の
成
り
た
っ
た
と
こ
ろ
全

て
が
、
興
行
を
た
て
ま
え
と
す
る
芸
能
発
生
の
地
で
あ
る
と
考
え
た
方
が
よ

法
政
史
学
第
二
十
五
号

い
と
思
う
。
当
時
は
「
女
曲
舞
」
「
女
猿
楽
」
「
女
房
狂
言
」
「
女
松
雌
」

等
の
女
性
芸
能
団
が
、
各
地
か
ら
自
由
と
消
費
の
町
、
京
都
に
現
わ
れ
て
き

て
い
る
と
い
う
。
こ
う
し
た
女
性
芸
能
人
の
群
の
中
に
、
「
出
雲
の
阿
国
」

、
、
、
、
、
、
、
、
、

を
名
の
る
も
の
が
お
り
、
そ
の
阿
国
の
芸
が
、
ぎ
わ
だ
っ
て
い
た
た
め
に
、

、
、
、
、
、

京
都
の
民
衆
の
か
っ
さ
い
を
浴
び
た
の
で
あ
る
。
そ
の
声
」
と
は
阿
国
歌
舞
伎

、
、
、

の
も
つ
新
鮮
さ
が
、
今
日
に
及
ぶ
日
本
の
伝
統
演
劇
、
歌
舞
伎
を
作
り
上
げ

た
最
大
の
要
因
と
も
い
う
べ
き
で
は
な
い
か
と
思
う
。

阿
国
が
踊
っ
た
の
は
念
仏
踊
り
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
念
仏
踊
は
空
也
上
人

が
歓
喜
踊
躍
し
て
京
都
市
中
を
躍
り
歩
き
な
が
ら
念
仏
を
高
唱
し
た
の
に
は

じ
ま
り
、
初
め
か
ら
鉦
や
太
鼓
の
リ
ズ
ム
に
合
わ
せ
て
跳
躍
す
る
と
い
う
陽

気
な
踊
り
で
、
次
第
に
本
来
の
宗
教
的
意
義
が
薄
れ
、
風
流
舞
踊
化
し
て
い

っ
た
。
そ
の
も
っ
と
も
顕
著
な
例
が
、
こ
の
阿
国
歌
舞
伎
の
念
仏
踊
り
で
あ

（
咽
）

っ
た
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
念
仏
踊
り
が
風
流
化
し
た
も
の
を
踊
っ
た
だ
け

で
、
民
衆
が
共
鳴
す
る
で
あ
ろ
う
か
。
た
と
え
阿
国
の
踊
り
が
、
ず
ば
ぬ
け

て
上
手
で
あ
っ
た
に
し
て
も
、
念
仏
踊
り
自
体
は
新
し
い
も
の
で
は
な
い
。

と
す
れ
ば
、
そ
れ
以
上
に
民
衆
が
魅
力
を
も
つ
新
し
さ
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ

る
。
そ
う
し
た
工
夫
と
は
何
で
あ
ろ
う
か
。

阿
国
が
女
一
人
の
力
で
、
あ
れ
ほ
ど
の
民
衆
を
湧
か
せ
る
奇
抜
な
ア
イ
デ

ア
を
生
み
出
し
て
ゆ
く
と
い
う
こ
と
は
、
非
常
に
困
難
で
は
な
か
っ
た
か
と

思
う
。
そ
こ
で
私
は
、
阿
国
の
夫
と
い
わ
れ
る
名
古
屋
山
三
（
一
一
一
十
郎
）
や
、

阿
国
の
芸
の
引
き
立
て
役
と
も
い
う
べ
き
伝
介
の
存
在
を
軽
視
で
き
な
い
と

思
う
。

史
料
に
よ
れ
ば
、
名
古
屋
山
三
が
狂
言
師
で
あ
り
、
伝
助
は
糸
輪
り
で
あ

（
Ⅳ
）

っ
た
。
こ
の
二
人
の
存
在
は
、
な
に
よ
り
も
、
阿
国
歌
舞
伎
に
対
し
一
貝
献
し

一
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た
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
す
ぐ
れ
た
演
出
家
と
し
て
で
あ
る
。
狂
言
は
、
中

世
庶
民
階
級
の
間
に
発
生
し
た
日
本
最
初
の
セ
リ
フ
劇
と
し
て
、
又
、
当
時

の
現
代
喜
劇
と
し
て
流
動
を
続
け
な
が
ら
、
近
世
初
期
に
至
っ
て
、
能
の
狂

言
と
し
て
固
定
化
し
、
大
蔵
流
・
鷺
流
・
和
泉
流
の
三
流
が
確
立
、
演
目
や

（
旧
）

演
技
が
次
第
に
整
備
さ
れ
、
古
典
芸
能
と
し
て
今
日
に
至
っ
た
。
つ
ま
り
、

狂
言
も
、
日
本
芸
能
の
特
徴
で
あ
る
家
元
制
度
に
し
ば
ら
れ
る
芸
能
と
し
て

定
着
し
た
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
家
元
制
度
は
、
一
種
の
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
的
官

僚
機
構
に
類
似
す
る
も
の
で
、
真
に
創
造
的
な
芸
能
は
こ
う
し
た
機
構
の
中

か
ら
は
生
ま
れ
得
な
か
っ
た
。
家
芸
の
世
襲
制
や
む
ず
か
し
い
秘
伝
の
伝
授

を
た
て
ま
え
と
す
る
家
元
制
度
は
、
丁
度
、
慶
長
年
間
に
現
わ
れ
て
き
た
芸

能
に
お
け
る
社
会
的
現
象
か
ら
ふ
れ
ば
、
実
に
古
い
体
制
な
の
で
あ
っ
た
。

真
に
芸
を
創
造
し
よ
う
と
す
る
人
た
ち
か
ら
承
れ
ば
、
当
時
、
自
由
に
踊

り
歩
い
た
、
ア
ル
キ
巫
女
や
女
房
狂
言
の
連
中
な
ど
の
芸
能
界
は
、
非
常
に

魅
力
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
そ
う
し
た
官
僚
的
機
構
の
中
か
ら

真
っ
先
に
飛
び
出
し
て
き
た
の
が
、
山
三
で
あ
り
伝
助
で
あ
っ
た
の
で
は
な

か
ろ
う
か
。
彼
ら
は
、
官
僚
的
家
元
制
度
に
対
す
る
反
溌
者
で
あ
り
、
阿
国

歌
舞
伎
と
の
結
び
つ
き
は
、
当
時
の
社
会
的
道
徳
や
因
習
に
対
す
る
行
動
的

反
溌
の
現
わ
れ
で
あ
っ
た
と
思
う
。
こ
う
し
た
こ
と
も
、
そ
の
頃
興
隆
し
て

き
た
、
新
興
庶
民
階
級
と
し
て
の
町
衆
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
意
気
に
支
え

、
、
＄

ら
れ
る
因
が
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
前
述
し
た
阿
国
歌
舞
伎
の
新
鮮
さ
と
は

こ
の
よ
う
な
意
味
で
の
独
創
性
に
富
ん
で
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
山
三
と
伝
助
の
阿
国
と
の
共
演
は
、
や
は
り
そ
の
頃
、
人
気
の
あ

っ
た
「
佐
渡
島
大
か
ぶ
き
」
に
代
表
さ
れ
る
遊
女
歌
舞
伎
な
ど
と
は
違
っ
た

芸
術
的
側
面
を
持
つ
に
い
た
っ
た
。
つ
ま
り
山
一
一
一
の
狂
言
は
、
そ
れ
ま
で
風

歌
舞
伎
創
造
の
一
考
察
（
田
中
）

一一一

歌
舞
伎
と
い
う
芸
能
の
新
し
さ
は
、
上
演
の
場
所
と
衣
裳
に
も
ゑ
る
こ
と

（
皿
）

が
で
き
る
。
京
都
の
四
条
河
原
は
、
名
所
地
で
も
な
く
、
当
時
の
繁
華
街
で

あ
り
、
自
由
の
空
気
が
漂
っ
て
い
た
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
ま
で
の

芸
能
が
、
勧
進
興
行
の
示
す
よ
う
に
寺
社
の
境
内
と
か
公
方
の
庭
等
で
演
じ

ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
そ
の
よ
う
な
と
こ
ろ
で
演
じ
た
こ
と
は
、
歌
舞
伎

見
物
人
が
特
定
の
階
層
に
限
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
『
歌

舞
伎
草
子
』
に
ふ
ら
れ
る
見
物
人
の
姿
も
い
ろ
い
ろ
の
階
層
の
人
が
承
ら
れ

る
ご
と
く
で
あ
る
。
見
物
料
さ
え
、
持
ち
合
わ
せ
て
い
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な

地
位
・
身
分
の
者
で
も
見
物
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ
る
。
当
時
の
貨
幣

経
済
の
繁
栄
が
、
興
行
と
い
う
一
種
の
商
売
を
樹
立
さ
せ
、
下
層
庶
民
に
と

っ
て
は
、
歌
舞
伎
な
ど
の
こ
う
し
た
芸
能
界
は
、
絶
好
の
働
き
場
所
と
な
っ

た
で
あ
ろ
う
。
事
実
、
役
者
に
は
河
原
乞
食
や
賎
民
と
呼
ば
れ
る
、
近
世
の

四
民
以
下
の
者
が
圧
倒
的
に
多
か
っ
た
。

こ
う
し
た
人
た
ち
が
役
者
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
が
、
後
に
「
豪
華
絢
燗

た
る
日
本
の
伝
統
演
劇
歌
舞
伎
」
を
生
象
出
す
の
で
あ
る
。
彼
ら
の
金
銭
へ

流
念
仏
蹴
・
ば
か
り
だ
っ
た
の
に
、
そ
の
あ
い
間
に
セ
リ
フ
を
入
れ
さ
せ
る

と
い
っ
た
試
段
が
な
さ
れ
、
伝
助
の
糸
倫
り
は
す
で
に
歌
舞
伎
独
特
の
女
方

（
形
）
が
で
き
上
が
っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
糸
論
り
は
、
色
小
袖
に
緋
の

（
四
）

袴
の
太
装
で
白
拍
子
と
共
に
美
少
年
が
踊
る
と
い
っ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
し

た
が
っ
て
、
女
方
が
、
寛
永
六
年
（
一
六
二
九
）
の
女
歌
舞
伎
の
禁
止
以
後

（
別
）

に
生
ま
れ
た
と
い
う
よ
り
も
、
阿
国
歌
舞
伎
の
伝
助
は
、
立
派
な
女
方
役
者

で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

一
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の
執
着
は
、
強
い
身
分
的
対
等
へ
の
願
望
と
重
な
っ
て
、
芸
術
を
洗
錬
し
て

い
っ
た
が
、
そ
の
反
面
歌
舞
伎
の
発
展
を
語
る
場
合
に
、
遊
女
歌
舞
伎
（
そ

れ
以
前
の
女
性
芸
能
団
に
も
ふ
ら
れ
る
こ
と
だ
が
）
以
来
の
売
色
行
為
が
、

常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
顕
著
な
例
が
元
禄
期
の
初
世

（
配
）

芳
沢
あ
や
め
、
一
呈
保
期
の
初
世
瀬
川
菊
之
丞
で
あ
る
と
い
う
。
彼
ら
は
色
子

の
出
身
で
あ
っ
た
。
彼
ら
の
名
声
は
、
金
銭
と
四
民
対
等
へ
の
願
望
か
ら
自

分
の
芸
の
洗
錬
に
尺
し
た
結
果
で
あ
る
と
思
う
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
身
分
的
対
等
意
識
は
、
役
者
に
つ
け
ら
れ
た
屋
号
に

よ
っ
て
も
う
か
が
わ
れ
る
。
中
村
屋
・
播
磨
屋
等
の
屋
号
を
も
っ
て
呼
ば
れ

る
の
は
、
役
者
自
身
が
昔
、
油
屋
や
小
間
物
屋
等
の
店
を
持
っ
て
い
た
時
の

名
残
り
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
、
店
を
持
っ
て
い
た
役
者
は
あ
っ
た
が
、
そ

れ
こ
そ
は
歌
舞
伎
役
者
の
内
に
あ
る
身
分
意
識
が
、
具
体
的
に
あ
ら
わ
た
例

（
羽
）

で
あ
る
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
成
田
屋
（
市
川
団
十
郎
）
三
河
屋

（
市
川
団
蔵
）
紀
伊
国
屋
（
沢
村
宗
十
郎
）
他
大
和
屋
・
駿
河
屋
な
ど
土
地

の
名
前
を
屋
号
と
し
た
も
の
が
多
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
当
時
の
大
商
人
、
紀

伊
国
屋
文
左
術
門
や
奈
良
屋
茂
左
衛
門
の
よ
う
に
、
と
か
く
出
身
地
を
名
の

っ
た
も
の
が
多
か
っ
た
の
で
、
役
者
も
そ
れ
に
な
ら
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

「
佐
渡
鴫
歌
舞
伎
」
も
そ
う
で
あ
っ
た
と
思
わ
な
い
が
、
屋
号
を
つ
け
る
こ

と
が
、
町
人
ら
し
く
、
四
民
対
等
へ
の
願
望
の
あ
ら
わ
れ
の
一
端
で
あ
っ
た

と
も
い
わ
れ
て
い
る
。

さ
て
、
歌
舞
伎
の
豪
華
絢
燗
た
る
衣
裳
も
身
分
意
識
の
結
果
で
あ
る
。
衣

（
別
）

袋
は
、
あ
る
程
度
、
人
の
身
分
・
職
業
・
人
柄
を
あ
ら
わ
す
と
い
わ
れ
て
い
た

こ
と
か
ら
、
役
者
と
い
う
い
や
し
い
身
分
か
ら
衣
裳
を
も
っ
て
町
民
に
接
近

し
よ
う
と
し
た
。
身
分
的
上
位
を
連
想
さ
せ
る
豪
華
な
衣
裳
は
、
日
本
芸
能

法
政
史
学
第
二
十
五
号

史
の
中
に
お
い
て
も
、
常
に
衣
裳
は
庇
護
や
観
客
（
御
晶
風
）
か
ら
賜
わ
る

も
の
だ
と
い
う
認
識
が
根
強
く
存
在
し
て
い
た
こ
と
か
ら
、
歌
舞
伎
役
者
の

衣
裳
に
対
す
る
執
着
と
あ
ら
さ
っ
て
強
い
風
習
と
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
賜
物

の
衣
裳
ば
か
り
で
舞
台
に
出
れ
る
は
ず
は
な
く
、
歌
舞
伎
は
興
行
に
よ
り
成

立
し
て
い
た
か
ら
、
こ
の
衣
裳
代
は
見
物
料
か
ら
賄
な
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

と
す
る
と
こ
の
豪
華
さ
を
維
持
す
る
た
め
の
入
場
料
は
、
か
な
り
の
高
額
に

な
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
る
。
し
か
し
、
こ
う
し
た
中
で
他
方
で
は
高
い
入

場
料
を
払
う
こ
と
に
、
惜
し
む
こ
と
な
く
、
頻
繁
に
歌
舞
伎
を
見
物
し
て
く

れ
た
連
中
が
い
た
。
「
役
者
評
判
記
」
に
対
す
る
見
物
人
の
評
判
記
で
あ
る

「
容
者
評
判
記
」
な
る
も
の
が
出
た
こ
と
は
、
熱
狂
的
な
歌
舞
伎
フ
ァ
ン
の

存
在
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た
。

歌
舞
伎
見
物
人
に
も
ラ
ン
ク
が
あ
り
、
ラ
ン
ク
に
位
置
づ
づ
け
ら
れ
た
人

た
ち
が
ど
の
よ
う
な
歌
舞
伎
愛
好
者
で
あ
っ
た
か
は
、
今
尾
哲
也
氏
の
『
歌

（
班
）

舞
伎
Ｉ
見
物
の
幸
慰
識
』
の
中
で
詳
細
に
記
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
こ
れ

に
よ
っ
て
う
か
が
え
る
の
は
、
歌
舞
伎
を
維
持
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、

ほ
ん
の
一
握
り
の
「
晶
腐
定
連
」
に
ラ
ン
ク
さ
れ
た
人
た
ち
で
、
せ
め
て
芝

居
の
空
気
に
ひ
た
る
だ
け
で
も
よ
い
と
い
う
愛
好
者
、
か
と
い
っ
て
、
枝
敷

な
ど
で
見
物
す
る
ほ
ど
の
高
額
な
入
場
料
も
支
払
え
な
い
、
こ
う
し
た
客
は
、

た
と
え
見
物
人
に
多
く
い
た
と
し
て
も
、
歌
舞
伎
の
形
成
に
は
主
要
な
役
割

は
果
せ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
「
晶
頂
あ
り
て
の
芝
居
繁
盛
、

役
者
出
世
の
も
と
い
と
申
す
は
、
ご
晶
頂
連
の
恵
糸
で
ご
ざ
り
ま
す
れ
ば
…

（
妬
）

…
」
（
馨
者
評
判
記
）
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
結
局
役
者
の
庇
護
者

と
な
り
得
た
「
愚
飼
定
連
」
こ
そ
が
歌
舞
伎
を
形
成
し
て
い
く
基
盤
で
あ
っ

た
。
し
た
が
っ
て
役
者
と
餓
属
定
連
と
呼
ば
れ
る
人
た
ち
の
交
流
は
、
盛
ん

一
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に
行
な
わ
れ
た
。
こ
の
時
期
の
観
客
が
、
単
に
舞
台
を
見
る
だ
け
で
な
く
、

楽
屋
と
結
合
し
た
と
い
う
こ
と
が
、
歌
舞
伎
の
変
転
に
大
き
な
役
割
を
果
し

（
〃
）

て
い
る
の
で
あ
る
が
公
そ
れ
が
、
通
り
一
ぺ
ん
の
役
者
と
フ
ァ
ン
と
い
っ
た

よ
う
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。

歌
郷
伎
の
入
場
券
な
る
も
の
は
、
歌
舞
伎
茶
屋
と
い
う
と
こ
ろ
で
売
ら
れ
、

（
躯
）

こ
の
歌
郷
伎
茶
屋
は
、
興
行
の
壱
且
伝
な
ど
営
業
的
な
事
を
担
当
し
た
。
そ
れ

ば
か
り
か
、
役
者
と
品
風
の
密
通
の
場
所
と
し
て
の
歌
舞
伎
茶
屋
の
役
目
が

大
で
あ
り
、
券
の
売
り
さ
ば
き
等
は
む
し
ろ
従
属
的
な
こ
と
と
思
わ
れ
る
。

切
符
を
買
う
為
に
は
、
茶
屋
で
の
遊
興
費
も
必
要
で
あ
っ
た
。
単
な
る
芝
居

好
き
の
御
鹸
城
で
は
な
く
、
金
力
に
し
の
を
い
わ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
商
人

等
の
茶
瞳
へ
の
入
り
び
た
り
は
、
つ
い
に
三
芝
居
座
元
に
対
し
幕
府
は
禁
令

（
羽
）

を
出
し
て
茶
屋
の
統
制
を
し
て
い
る
。

さ
て
、
阿
国
歌
舞
伎
が
、
江
戸
城
に
お
い
て
、
勧
進
興
行
を
行
な
っ
た
と

し
て
も
、
に
わ
か
武
士
階
級
が
歌
舞
伎
へ
参
加
す
る
こ
と
は
、
鑑
曙
す
る
も

の
が
あ
っ
た
と
思
う
。
そ
の
事
が
逆
に
、
伝
統
歌
舜
伎
発
展
の
手
助
け
と
な

っ
た
の
で
あ
る
と
い
え
る
。

実
際
、
武
士
階
級
の
者
た
ち
に
も
、
か
な
り
歌
舞
伎
の
愛
好
者
が
い
た
こ

と
は
事
実
で
あ
る
。
の
ち
松
平
大
和
守
の
歌
舞
伎
の
愛
好
ぶ
り
と
い
い
、
尾

張
七
代
藤
主
、
徳
川
宗
春
は
、
将
軍
吉
宗
の
「
倹
約
令
」
に
も
、
た
て
を
つ

く
漉
、
芸
事
を
奨
勧
し
た
こ
と
は
有
名
で
あ
る
。
し
か
し
、
武
士
の
参
加
は
、

あ
く
ま
で
も
表
而
的
に
な
る
こ
と
を
さ
け
、
結
局
、
役
者
を
屋
敷
に
呼
ん

だ
り
、
彼
ら
が
芝
居
見
物
を
す
る
時
は
、
衆
人
の
監
視
を
避
け
る
為
に
屏
風

を
立
て
た
り
、
幕
を
張
っ
た
り
、
簾
を
降
し
た
り
し
て
い
た
。
こ
う
し
た
事

は
、
正
徳
四
年
春
の
大
奥
女
中
絵
島
と
俳
優
生
島
新
五
郎
と
の
恋
愛
事
件
の

歌
郷
伎
創
造
の
一
考
察
（
田
中
）

紫
鞭
絢
燗
た
る
歌
舞
伎
の
実
体
を
把
握
す
る
こ
と
で
歌
舞
伎
発
展
の
要
因

を
つ
か
む
こ
と
が
で
き
る
。
何
故
な
ら
、
今
日
私
た
ち
が
、
「
歌
舞
伎
」
と

い
う
場
合
に
は
、
歌
鐸
伎
座
と
か
国
立
劇
場
等
の
大
劇
場
で
、
職
業
俳
優
に

よ
っ
て
減
じ
ら
れ
る
歌
郷
伎
を
指
す
の
で
あ
っ
て
、
地
方
に
散
在
し
て
い
る

挫
村
歌
舞
伎
等
の
類
は
、
今
日
の
伝
統
演
劇
歌
舞
伎
の
中
に
含
ま
れ
る
も
の

で
は
な
く
、
地
力
に
お
け
る
歌
舞
伎
は
、
あ
く
ま
で
も
、
郷
士
芸
能
と
し
て

と
ら
え
ら
れ
て
い
る
と
思
う
。
か
と
言
っ
て
地
方
歌
舞
伎
も
、
ま
た
歌
舞
伎

な
の
で
あ
っ
て
、
前
身
は
阿
国
歌
舞
伎
に
は
じ
ま
る
。
つ
ま
り
諸
国
に
下
っ

後
の
処
皿
に
も
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
単
な
る
恋
愛
事
件
で
あ
る
の
に
、
幕
府

の
権
威
に
か
か
わ
る
大
奥
の
事
件
で
あ
る
と
し
て
、
江
戸
木
挽
町
の
村
山
座

（
釦
）

の
取
り
壊
し
と
同
時
に
、
劇
場
の
構
造
を
制
限
し
、
二
階
桟
敷
を
禁
じ
、
今

ま
で
の
お
忍
び
の
見
物
が
全
面
的
に
改
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ

て
、
衣
装
や
金
銭
で
庶
民
並
以
上
の
生
活
は
で
き
て
も
、
幕
府
の
態
度
は
相

変
わ
ら
ず
、
賎
民
階
層
と
し
て
の
役
者
の
地
位
を
動
か
す
も
の
で
は
な
か
っ

た
。
後
に
、
武
士
階
級
の
参
加
が
観
客
と
し
て
で
は
な
く
、
下
座
音
楽
の
雌

子
方
等
に
旗
本
の
一
一
男
・
三
男
等
の
道
楽
者
が
多
か
っ
た
と
い
う
こ
と
は
、

あ
く
ま
で
も
郷
台
の
表
面
に
は
出
な
い
と
い
う
身
分
意
識
が
根
底
に
あ
っ
た

か
ら
と
思
わ
れ
る
。
歌
舞
伎
作
者
の
近
松
門
左
衛
門
は
、
禁
裏
の
武
家
出
身

で
あ
り
、
同
じ
く
俳
優
の
沢
村
宗
十
郎
も
武
家
出
身
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

は
、
例
外
中
の
例
外
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
歌
舞
伎
は
、
実
際
に
は
、
上
層
町
人
、
ひ
い
て
は
下
級
武

止
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

一

九
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た
女
歌
舞
伎
の
置
産
物
で
あ
っ
た
の
で
、
と
く
に
十
八
世
紀
以
後
の
水
陸
の

交
通
路
の
発
達
に
伴
っ
た
農
村
の
入
念
の
生
活
圏
の
拡
大
が
、
中
央
の
文
化

を
取
り
入
れ
る
べ
く
大
き
な
役
割
を
果
し
た
の
で
あ
る
。
伊
勢
参
り
に
代
表

さ
れ
る
近
世
の
寺
社
参
詣
は
地
方
民
衆
の
観
光
旅
行
で
あ
り
、
文
化
面
か
ら

ふ
る
な
ら
ば
、
地
方
と
中
央
の
距
離
を
縮
め
る
の
に
果
し
た
役
割
は
大
き
か

っ
た
。

地
方
に
根
を
下
し
た
歌
舞
伎
は
そ
の
地
方
の
民
俗
と
結
び
つ
き
、
雨
乞
い

や
悪
疫
退
治
な
ど
の
「
願
芝
居
」
、
ま
た
「
小
豆
島
中
山
」
で
ふ
ら
れ
る
よ

う
な
祝
い
の
度
に
演
じ
ら
れ
る
「
祝
い
芝
居
」
な
ど
と
し
て
民
俗
信
仰
と
結

び
つ
き
、
地
方
性
を
保
持
し
な
が
ら
展
開
し
て
い
っ
た
と
い
え
る
。

し
か
し
、
三
都
の
芝
居
に
お
い
て
も
、
正
月
に
は
め
で
た
い
も
の
、
お
盆

（
皿
）

に
は
供
養
劇
を
、
秋
に
は
子
別
れ
と
揃
え
て
興
行
し
た
初
期
に
お
い
て
は
、

か
な
り
民
衆
性
を
保
持
し
た
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
た
だ
こ
れ
に
つ
い

て
は
、
発
展
の
途
上
に
お
い
て
、
都
市
の
歌
舞
伎
が
芸
術
も
し
く
は
一
種
の

遊
行
的
娯
楽
と
し
て
徹
底
さ
れ
、
地
方
に
お
い
て
は
、
本
来
の
感
情
を
残
し

て
受
け
と
め
ら
れ
て
い
た
ま
で
で
あ
る
と
い
う
見
方
を
し
て
い
る
。

こ
う
し
た
地
方
歌
舞
伎
は
、
特
色
を
生
糸
な
が
ら
発
展
し
た
。
中
央
の
歌

舞
伎
舞
台
で
は
見
る
こ
と
の
で
き
な
い
、
舞
台
設
備
に
あ
ら
わ
さ
れ
て
い
る
。

舞
台
の
背
後
に
大
き
な
窓
を
設
け
、
自
然
の
景
観
を
そ
の
ま
ま
舞
台
演
技
の

中
に
取
り
入
れ
た
「
遠
見
」
な
ど
と
い
う
着
想
な
ど
は
そ
の
例
で
あ
る
。
そ

れ
は
、
舞
台
に
お
い
て
大
道
具
を
は
ぶ
く
と
い
う
経
済
的
な
節
約
か
ら
の
も

の
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
地
方
性
に
根
ざ
し
た
着
想
で
あ
っ
た
こ
と
は
い
う

ま
で
も
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
「
賛
沢
」
を
欠
い
た
ら
歌
舞
伎
で
は
な
い
（
服
部
幸
雄
氏

法
政
史
学
第
二
十
五
号

「
歌
舞
伎
の
構
造
」
）
と
い
う
説
が
あ
る
が
、
私
も
正
に
そ
の
と
お
り
で
あ

る
と
思
う
。
農
村
に
お
け
る
歌
舞
伎
は
、
こ
の
時
か
ら
す
で
に
歌
舞
伎
で
は

な
く
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

近
世
に
お
け
る
経
済
の
発
展
に
伴
う
交
通
の
発
達
は
、
農
村
（
地
方
）
と

中
央
の
距
離
を
縮
め
る
の
に
役
立
っ
た
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
し
か
し

芝
居
に
限
っ
て
は
別
犬
の
発
展
の
仕
方
を
し
た
と
思
う
。
し
か
し
、
地
方
の

人
交
の
中
央
文
化
を
摂
取
し
よ
う
と
す
る
強
い
願
望
は
、
各
地
に
今
な
お
残

る
中
央
か
ら
の
歌
舞
伎
の
承
や
げ
も
の
で
解
る
の
で
あ
る
が
、
た
だ
地
方
に

根
を
下
し
た
芝
居
は
、
中
央
の
亜
流
に
終
始
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
だ
と
思

う
。こ
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
守
屋
毅
氏
が
、
『
歌
舞
伎
Ｉ
地
方
と
歌
舞
伎
』

の
中
で
、
多
く
の
例
を
上
げ
、
地
方
芝
居
も
逆
に
中
央
の
劇
団
に
大
き
な
影

響
を
与
え
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
お
ら
れ
る
が
、
や
は
り
地
方
は
あ
く
ま
で

も
地
方
で
あ
り
、
地
方
芝
居
の
出
身
者
中
村
歌
右
衛
門
が
い
た
と
し
て
も
、

地
方
は
役
者
の
修
行
の
場
、
新
し
い
芸
風
の
源
と
し
て
の
域
を
越
え
る
屯
の

で
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
役
者
の
芸
の
進
歩
に
は
な
っ
た

が
、
伝
統
演
劇
歌
舞
伎
の
形
成
発
展
に
は
寄
与
し
な
か
っ
た
と
い
え
る
。

こ
の
点
に
つ
い
て
文
化
と
い
う
大
き
な
と
ら
え
方
で
あ
る
が
、
西
山
松
之
助

氏
は
「
地
方
に
お
い
て
は
中
央
化
の
受
容
と
か
古
来
の
民
俗
慣
行
の
整
理
集

成
と
い
っ
た
性
格
が
濃
厚
で
あ
っ
た
の
で
地
方
文
化
が
直
接
に
中
央
文
化
に

（
犯
）

影
響
を
与
え
る
よ
う
な
も
の
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
見
解
に
よ
っ
て
も
裏
付

け
ら
れ
る
と
思
う
。
つ
ま
り
、
地
方
に
お
け
る
農
村
歌
舞
伎
等
は
、
歌
舞
伎

で
あ
っ
て
、
伝
統
歌
舞
伎
で
は
な
い
の
で
あ
る
。

一
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お
わ
り
に

近
世
初
期
に
、
庶
民
の
中
に
生
ま
れ
た
歌
舞
伎
は
町
衆
な
ど
の
新
興
庶
民

の
手
に
よ
っ
て
育
成
さ
れ
つ
つ
あ
っ
た
。
し
か
し
、
も
と
も
と
歌
舞
伎
の
担

手
と
な
っ
て
い
た
賎
民
階
層
に
属
し
た
彼
ら
は
、
幕
府
の
四
民
統
制
の
確
立

の
中
で
、
ま
す
ま
す
、
は
じ
き
者
と
し
て
追
い
や
ら
れ
る
身
で
、
四
民
対
等

へ
の
意
気
を
燃
え
あ
が
ら
せ
ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
。
幕
府
が
江
戸
の
悪

所
と
し
て
芝
居
と
遊
里
を
、
一
般
市
民
か
ら
引
き
離
そ
う
と
し
た
政
策
は
、

逆
に
四
民
対
等
の
意
気
を
上
が
ら
せ
、
後
期
に
至
っ
て
は
、
家
長
の
位
置
に

も
れ
た
下
級
武
士
の
子
弟
な
ど
の
参
加
等
に
よ
っ
て
伝
統
演
劇
は
創
造
せ
ら

れ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
反
面
町
人
文
化
の
代
表
歌
舞
伎
と
い
う
に
は
、
あ

ま
り
に
も
庶
民
の
参
加
が
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
他
な
ら
ぬ
役
者

自
体
の
闘
争
を
根
底
に
し
た
歌
舞
伎
の
創
造
精
神
か
ら
な
る
も
の
で
あ
っ
た
。

そ
う
し
た
役
者
の
精
神
は
、
庶
民
を
相
手
と
す
る
も
の
で
は
な
く
、
身
分
的

上
層
階
級
に
あ
る
人
た
ち
、
す
な
わ
ち
経
済
的
上
層
階
級
に
あ
る
人
た
ち
と

の
交
流
に
よ
っ
て
創
り
あ
げ
ら
れ
て
い
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
歌

舞
伎
は
発
展
の
途
上
に
お
い
て
、
舞
台
近
く
の
土
間
席
や
切
り
落
と
し
で

役
者
と
共
に
、
演
技
に
陶
酔
し
て
く
れ
た
庶
民
の
観
客
の
存
在
は
、
し
だ
い

に
無
視
さ
れ
て
い
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歌
舞
伎
は
一
種
の
武

家
の
庇
謹
を
う
け
た
文
化
で
あ
り
、
御
用
商
人
な
ど
の
上
層
町
民
に
愛
好
さ

れ
た
芸
能
で
あ
っ
た
と
い
え
る
の
で
あ
る
。

註（
１
）歌
舞
伎
創
造
の
一
考
察
（
田
中
）

高
尾
一
彦
「
京
都
・
堺
・
博
多
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近
世

１
所
収
一
二
○
頁
・
一
一
一
五
頁
）

（
２
）
『
歌
舞
伎
年
表
』
第
一
巻
二
三
頁

（
３
）
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
一
、
二
五
九
頁

（
４
）
前
掲
書
二
六
○
頁

（
５
）
林
屋
辰
一
一
一
郎
『
歌
舞
伎
以
前
』
二
二
七
頁

（
６
）
西
山
松
之
助
「
歌
舞
伎
の
興
行
師
」
（
日
本
の
古
典
芸
能
８
『
歌

舞
伎
』
一
二
五
頁
）

（
７
）
林
屋
辰
一
一
一
郎
『
歌
舞
伎
以
前
』
二
二
四
頁

（
８
）
林
屋
辰
三
郎
「
観
客
・
聴
衆
の
変
遷
」
（
民
俗
文
学
講
座
Ⅲ
『
芸

能
と
文
学
』
所
収
一
○
九
頁
）

（
９
）
松
本
新
八
郎
「
狂
言
の
発
生
」
（
日
本
の
古
典
芸
能
４
「
狂
言
」

所
収
二
五
頁
）

（
、
）
高
尾
一
彦
「
京
都
。
堺
・
博
多
」
（
岩
波
講
座
『
日
本
歴
史
』
近
世

１
所
収
三
一
○
頁
）

（
ｕ
）
林
屋
辰
一
一
一
郎
『
町
衆
』
二
一
七
頁

（
⑫
）
林
屋
辰
一
一
一
郎
『
中
世
文
化
の
基
調
』
三
二
七
頁

（
、
）
『
歌
舞
伎
年
表
』
第
一
巻
六
頁

（
ｕ
）
武
智
鉄
二
『
伝
統
演
劇
の
発
想
』
一
三
頁

（
焔
）
『
大
日
本
史
料
』
第
十
二
編
之
一
、
二
六
○
頁

（
超
）
浅
野
健
二
「
踊
り
歌
」
（
日
本
の
古
典
芸
能
６
『
舞
踊
』
所
収
一

六
八
頁
）

（
Ⅳ
）
『
大
日
本
史
料
』
第
十
一
一
編
之
一
、
二
八
一
頁
’
二
八
九
頁

（
畑
）
北
川
忠
彦
「
狂
言
の
性
格
」
（
日
本
の
古
典
芸
能
４
『
狂
言
』
所
収

七
七
頁
。

（
⑬
）
河
竹
繁
俊
『
概
説
日
本
演
劇
史
』
一
○
六
頁
。

（
別
）
郡
司
正
勝
『
歌
舞
伎
（
そ
の
歴
史
と
様
式
ピ
ニ
五
頁
・
河
北
繁
俊

『
前
掲
書
」
一
一
三
七
頁

－－

－

一

一
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（
虹
）

（
肥
）
西
山
松
之
助
「
歌
舞
伎
の
興
行
師
」
（
日
本
の
古
典
芸
能
８
『
歌
錦

／■、'－，′~、／、
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法
政
史
学
第
二
十
五
号

附
記成
稿
に
あ
た
り
、
御
指
導
と
姉

深
く
感
謝
の
意
を
表
し
ま
す
。

赤
井
｜
達
郎
「
歌
舞

所
収
二
六
一
頁
）

服
部
幸
雄
「
構
造

服
部
幸
雄
『
歌
舞

前
掲
書
一
○
一
頁

郡
司
正
勝
「
歌
舞
伎
（
そ
（

林
屋
辰
一
一
一
郎
「
観
客
・
聴
衆

と
文
学
』
所
収
一
○
七
頁
）

伎
』
所
収
二
二
九
頁
）

『
徳
川
禁
令
老
』
前
集

前
掲
書
。
四
五
五
頁
、

『
日
本
の
古
典
芸
能
８
「
歌
舞
伎
」
８
』
所
収

郡
司
正
勝
「
歌
舞
伎
（
そ
の
歴
史
と
様
式
）
」
一
一
五
「
頁

林
屋
辰
一
一
一
郎
「
観
客
・
聴
衆
の
変
遷
」
（
民
俗
文
学
識
一
座
Ⅲ

郡
司
正
勝
『
地
芝
居
と
民
俗
』
六
三
頁

西
山
松
之
助
「
江
戸
文
化
と
地
方
文
化
」
（
岩
波
講
座
「
日
本
歴

史
」
近
世
五
所
収
二
○
三
頁
）

「
構
造
の
形
成
」
（
前
掲
書
所
収
六
一
頁
’
六
二
頁
）

『
歌
舞
伎
の
構
造
』
六
六
頁

「
歌
舞
伎
の
絵
」

御
指
導
と
御
助
言
を
い
た
だ
い
た
村
上
直
先
生
に

前
集
五
・
四
五
四
頁

（
日
本
の
古
典
芸
能
８
『
歌
舞
伎
』

『
芸
能

一

二

二
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