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人
形
浄
瑠
璃
は
民
衆
の
も
の
で
あ
る
。
一
般
庶
民
の
好
み
蓮
無
視
し
、
枇
間

の
感
情
に
合
わ
な
い
も
の
を
上
演
し
一
」
も
興
行
が
成
功
す
る
筈
は
無
い
・
興
行

が
当
ら
な
け
れ
ば
座
元
は
欠
損
す
る
。
一
座
の
収
入
が
な
く
な
る
事
に
な
る
。

そ
こ
に
関
係
者
が
人
心
の
動
き
を
機
敏
に
観
察
す
る
必
要
が
あ
っ
た
訳
だ
。
観

客
は
い
わ
ゆ
る
「
身
に
つ
ま
さ
れ
る
」
芝
居
に
よ
り
大
き
な
感
動
を
覚
え
る
。

従
っ
て
舞
台
に
出
て
く
る
人
形
も
親
近
感
を
覚
え
さ
せ
る
も
の
で
な
く
て
は
な

ら
ぬ
。
叉
観
客
は
観
台
面
の
人
物
に
「
あ
こ
が
れ
」
の
気
持
を
抱
く
。
従
つ
一
て

人
形
も
そ
れ
人
、
の
種
類
の
人
間
の
象
徴
と
し
て
、
そ
の
中
で
の
最
善
・
最
美

＼

の
も
の
で
あ
る
こ
と
が
要
求
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
。

人
形
浄
瑠
璃
は
聞
く
も
の
で
あ
っ
て
見
る
も
の
で
は
無
い
、
人
形
は
従
で
中

心
に
な
る
の
は
義
太
夫
だ
、
と
云
う
人
が
あ
る
。
浄
瑠
璃
・
三
味
線
・
人
形
の

提
携
し
た
次
第
か
ら
云
う
と
そ
う
か
も
知
れ
な
い
。
然
し
我
々
が
考
え
て
い
る

の
は
今
日
の
交
楽
だ
。
そ
ん
な
事
を
云
う
人
は
観
客
席
に
坐
っ
て
も
舞
台
は
見

ず
に
眼
を
つ
ぶ
っ
て
耳
だ
け
働
か
せ
な
さ
い
、
現
に
浄
瑠
璃
人
形
と
は
言
わ
ず
、

人
形
浄
瑠
璃
と
言
う
じ
ゃ
な
い
か
、
と
こ
ん
な
事
を
言
っ
て
反
対
の
極
論
を
す

る
の
も
ど
う
か
と
思
わ
れ
る
。
要
す
る
に
人
形
浄
瑠
璃
も
総
合
芸
術
た
る
演
劇

書
評

斎
藤
情
二
郎
・
山
口
広
一
・
吉
永
孝
雄

か
し
ら

「
文
楽
首
の
名
作
」
Ｉ
・
Ｉ
・
Ｉ

斎
藤
・
山
口
・
吉
永
「
文
楽
首
の
名
作
」
Ｉ
。
Ⅱ
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浅
野
逹
三

〃
理

の
一
つ
だ
。
特
に
三
業
一
体
と
や
か
ま
し
く
言
わ
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、

ど
れ
が
主
で
ど
れ
が
従
と
は
言
え
ぬ
筈
。
夫
々
が
そ
の
分
野
に
於
い
て
よ
く
努

力
し
て
提
携
す
る
と
こ
ろ
に
潭
然
と
し
た
す
ぐ
れ
た
芸
術
味
が
現
出
す
る
の
だ

ろ
う
。現

在
我
々
の
知
っ
て
い
る
文
楽
人
形
浄
瑠
璃
の
人
形
首
は
日
本
独
特
の
も
の

で
、
他
の
国
の
人
形
劇
で
は
こ
の
種
の
も
の
は
無
い
。
と
こ
ろ
が
こ
の
人
形
首

が
最
近
サ
ッ
パ
リ
無
く
な
っ
て
、
興
行
に
も
支
障
を
来
ず
こ
と
が
あ
る
ら
し
い
・

大
正
末
年
御
霊
文
楽
の
火
事
で
相
当
多
く
の
首
を
焼
き
、
数
々
の
名
作
と
称
さ

れ
る
も
の
を
失
っ
た
ら
し
い
が
、
そ
の
後
昭
和
二
十
年
三
月
の
大
阪
大
空
襲
で

文
楽
座
が
焼
失
し
、
人
形
遣
い
の
家
々
も
殆
ん
ど
焼
け
た
。
文
楽
首
の
大
部
分

は
こ
の
時
大
阪
と
運
命
を
共
に
し
て
灰
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
訳
で
あ
る
。
終
戦

後
諸
芸
復
興
の
波
に
乗
り
、
文
楽
座
を
再
開
し
よ
う
と
し
て
も
首
の
無
い
事
だ

け
は
ど
う
に
も
な
ら
な
か
っ
た
ら
し
い
。
然
し
何
と
か
し
て
と
云
う
の
で
鉦
・

太
鼓
で
探
し
廻
り
、
や
つ
と
篤
志
家
所
蔵
の
焼
け
残
り
の
首
を
借
り
て
来
た
り
、

或
は
阿
波
の
人
形
師
に
急
い
で
作
ら
せ
た
り
し
て
間
に
合
わ
せ
た
様
で
あ
る
。

従
っ
て
昔
か
ら
あ
る
首
の
名
品
と
称
さ
れ
る
様
な
も
の
は
今
日
非
常
に
少
い
。

能
面
の
保
有
に
つ
い
て
は
特
別
な
国
家
の
援
助
が
あ
る
が
、
文
楽
の
人
形
首
に

は
そ
れ
ら
の
も
の
も
全
く
な
く
、
や
つ
と
市
井
の
間
に
保
た
れ
て
い
る
次
第
で

あ
る
。本

書
は
こ
の
数
少
い
首
の
中
、
特
に
す
ぐ
れ
た
も
の
を
選
ん
で
原
色
・
原
寸

に
写
し
、
集
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
Ｉ
に
は
文
七
・
つ
め
・
催
屋
・
孔
明
・
景

清
・
大
男
を
、
Ⅱ
に
は
非
人
・
傾
城
・
白
太
夫
・
お
福
・
団
七
・
む
す
め
を
、

Ⅲ
に
は
検
非
違
使
。
老
け
女
形
・
叉
平
・
が
ぶ
・
鬼
一
・
源
太
を
入
れ
て
い
る
。

先
ず
何
よ
り
も
ど
の
原
色
版
も
実
に
美
し
い
。
実
物
よ
り
も
綺
麗
な
の
で
は
な

、
３

仁
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い
か
と
思
う
位
だ
。
最
初
の
文
七
な
ん
か
全
く
み
ず
ノ
、
し
い
感
が
す
る
。
血

の
通
っ
た
生
き
た
顔
で
あ
る
。
老
け
女
形
で
は
口
針
ま
で
ハ
ヅ
キ
リ
表
現
さ
れ

て
い
る
。
首
の
所
蔵
者
は
京
・
大
阪
は
も
と
よ
り
の
こ
と
東
京
・
岡
山
等
の
各

地
に
も
及
ん
で
居
り
、
名
作
を
探
し
て
歩
い
た
編
者
の
苦
労
も
偲
ば
れ
て
来
る
。

首
の
バ
ッ
ク
の
色
が
良
い
の
で
グ
ッ
と
浮
き
出
し
て
立
体
感
を
与
え
て
く
れ
る
。

同
様
の
書
で
斎
藤
清
二
郎
氏
の
「
文
楽
首
の
研
究
」
が
昭
和
十
八
年
に
出
て
い

る
が
、
こ
れ
の
原
色
版
も
当
時
と
し
て
は
素
晴
し
い
も
の
だ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど

も
今
更
に
十
年
間
の
技
術
の
進
歩
を
マ
ジ
ノ
、
と
見
る
思
い
で
あ
る
。
た
野
首

の
性
格
上
態
と
さ
れ
た
の
か
も
知
れ
無
い
が
笹
屋
の
バ
ッ
ク
が
派
手
過
ぎ
る
の

と
、
首
に
よ
っ
て
一
つ
か
二
つ
は
胴
串
全
部
を
写
し
て
お
く
の
も
面
白
い
の
で

は
な
か
ろ
う
か
。

原
色
版
の
反
対
側
頁
に
は
夫
々
そ
の
首
の
解
説
が
つ
い
て
い
る
が
、
こ
れ
が

な
か
ｊ
、
簡
に
し
て
要
を
得
た
も
の
で
よ
く
出
来
て
い
る
。
例
え
ば
文
七
の
解

説
で
は

「
文
楽
の
本
質
は
か
し
ら
の
表
情
に
現
わ
れ
て
い
て
、
能
の
典
雅
・
高
尚

・
幽
玄
を
旨
と
す
る
『
無
表
情
の
表
情
」
と
い
う
原
理
と
は
ち
が
っ
て
、
浄

瑠
璃
の
悲
劇
的
構
成
か
ら
に
じ
み
出
る
憂
い
の
情
、
そ
れ
に
抵
抗
的
な
卑
俗

性
、
こ
れ
が
文
楽
か
し
ら
に
共
通
し
た
表
情
で
あ
り
ま
す
。
」

と
先
ず
一
般
的
に
文
楽
首
に
つ
い
て
編
者
の
考
え
を
述
べ
、
お
福
の
解
説
で
は

「
道
化
役
と
い
う
の
は
脇
役
な
の
で
す
が
、
し
か
し
劇
の
構
成
に
は
極
め

て
重
要
な
役
柄
で
、
道
化
役
の
充
実
で
そ
の
芝
居
全
体
に
格
式
が
で
き
あ
が

る
の
で
、
腕
前
の
そ
な
わ
ら
ぬ
太
夫
や
人
形
造
で
は
語
れ
な
い
、
遣
い
生
か

せ
な
い
も
の
な
の
で
す
。
」

と
云
う
風
に
随
処
に
演
劇
の
．
一
つ
の
き
ま
り
と
で
も
言
う
べ
き
も
の
を
適
当
に

ｒ

Ｊ
〆
叩
や
。
ゴ
ー
』
込
二
守

織
り
込
ん
で
い
る
の
は
啓
蒙
的
な
面
で
も
価
値
が
あ
る
。
又

「
団
七
と
い
う
か
し
ら
の
呼
称
は
、
正
徳
五
年
近
松
門
左
衛
門
の
国
姓
爺

合
戦
が
竹
本
座
で
初
演
さ
れ
た
と
き
に
、
細
工
人
篠
尾
八
兵
衛
が
和
藤
内
に

鉾
え
た
も
の
を
、
の
ち
に
延
享
三
年
竹
本
座
で
夏
祭
浪
花
鑑
が
初
演
の
と
き

に
、
吉
田
文
三
郎
が
糸
嚴
に
し
て
薄
卵
に
塗
り
変
え
、
団
七
九
郎
兵
紺
の
役

に
転
用
さ
れ
て
こ
の
名
が
残
っ
た
こ
と
が
今
日
の
定
説
に
な
っ
て
い
ま
す
。
」

と
云
う
種
類
の
文
は
興
味
深
く
、
他
の
首
に
就
い
て
も
出
来
る
だ
け
こ
う
し
た

故
実
の
記
載
が
欲
し
か
っ
た
。
あ
ち
ら
こ
ち
ら
に
断
片
的
に
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
で
も
さ
て
と
な
る
と
な
か
ノ
、
解
ら
な
い
こ
と
が
多
い
も
の
で
あ
り
、
と
り

分
け
て
分
類
の
面
倒
な
首
で
あ
っ
て
見
れ
ば
、
尚
更
命
名
の
い
き
さ
つ
な
ど
は

大
事
な
こ
と
と
思
う
。
更
に

「
老
け
女
形
と
い
う
の
は
、
男
役
の
文
七
と
対
等
す
る
立
女
形
で
、
そ
の

性
根
は
母
性
愛
に
生
き
る
賢
婦
人
の
場
合
が
多
く
、
時
代
・
世
話
と
も
に
情

誼
正
し
い
実
方
の
か
し
ら
で
す
。
」

と
首
の
性
格
の
説
明
す
る
の
は
親
切
で
あ
る
。
文
楽
の
人
形
が
人
間
を
幾
つ
か

の
類
型
に
分
け
、
夫
々
の
類
型
を
特
定
の
首
で
表
現
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ

っ
て
み
れ
ば
、
各
役
の
性
根
を
堀
り
下
げ
て
追
究
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
は
当

然
で
、
首
の
正
し
い
理
解
へ
の
道
程
を
与
え
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

「
胡
粉
下
地
の
上
に
描
か
れ
た
愛
く
る
し
い
眉
墨
と
涼
し
い
優
雅
な
ま
な

ざ
し
、
ま
た
そ
の
極
度
に
小
さ
い
口
元
は
清
艶
な
魅
力
を
た
野
よ
わ
せ
て
個

性
に
は
乏
し
い
が
ま
こ
と
に
徳
川
期
日
本
女
性
美
の
典
型
で
あ
り
ま
し
ょ

の
笹
屋
の
解
説
の
如
き
、
図
版
の
美
し
さ
を
更
に
引
き
立
た
ぜ
る
も
の
と
し
て

楽
し
く
読
め
る
。
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様
に
配
慮
さ
れ
、
し
？

編
者
は
述
べ
て
い
る
。

た
だ
こ
の
解
説
で
も
う
少
し
必
要
と
思
っ
た
の
は
こ
れ
ら
の
首
を
ど
の
作
の

ど
の
役
に
使
う
か
、
と
云
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
時
に
よ
り
、
人
に
よ
っ
て
若

干
異
る
様
で
相
当
難
し
か
ろ
う
が
、
そ
れ
で
も
大
体
夫
為
の
役
の
首
は
き
ま
っ

て
い
る
だ
ろ
う
か
ら
せ
め
て
主
な
役
に
つ
い
て
だ
け
で
も
説
明
し
て
欲
し
か
っ

た
。
実
際
上
余
り
こ
の
様
な
方
面
に
詳
し
く
な
い
も
の
は
舞
台
面
の
首
を
み
て

も
ど
れ
が
ど
れ
か
解
ら
ず
、
独
り
合
点
し
て
い
た
の
が
間
達
だ
っ
た
と
云
う
の

は
間
々
あ
る
事
で
あ
る
。

そ
れ
人
、
の
首
に
つ
い
て
五
人
の
芸
談
が
各
冊
の
後
に
つ
い
て
い
る
が
、
読

物
と
し
て
面
白
い
だ
け
で
な
く
、
役
の
性
格
と
か
作
品
の
解
釈
の
面
に
も
参
考

と
す
べ
き
点
が
多
い
。
「
壇
浦
兜
軍
記
」
の
阿
古
屋
の
一
場
面
に
つ
い
て
Ｉ
で

吉
田
玉
市
が
、
Ⅱ
で
野
沢
喜
左
衛
門
が
期
せ
ず
し
て
同
じ
場
の
事
を
別
な
考
え

方
を
し
て
い
る
の
も
解
る
。
吉
田
玉
助
の
芸
談
は
淡
々
と
し
て
芸
道
に
生
き
る

人
の
味
わ
い
が
あ
る
。
芸
談
は
や
や
も
す
れ
ば
聞
き
手
の
臭
み
が
出
る
も
の
だ

が
、
此
処
に
は
そ
ん
な
事
も
無
く
、
資
料
と
し
て
の
価
値
も
充
分
に
あ
る
。

一
‐
文
楽
人
形
芝
居
の
本
質
と
首
の
種
類
」
「
文
楽
首
の
作
者
と
焼
印
」
「
文

楽
首
と
い
う
も
の
」
の
各
文
に
は
編
者
の
研
究
乃
至
は
調
査
の
一
半
が
示
さ
れ

て
お
り
、
単
に
人
形
の
首
に
就
い
て
だ
け
で
な
く
、
本
書
を
読
む
こ
と
に
よ
っ

て
文
楽
人
形
浄
瑠
璃
全
般
に
つ
い
て
も
理
解
し
得
る
様
配
慮
さ
れ
て
い
る
。

文
楽
は
古
典
芸
龍
で
あ
る
。
そ
れ
は
そ
の
ま
上
の
姿
で
良
い
の
で
徒
に
時
流

に
お
も
ね
る
要
は
な
い
。
そ
し
て
我
冷
は
そ
れ
を
あ
る
が
ま
入
の
姿
で
理
解
し

度
い
・
細
く
と
も
灯
は
消
し
て
は
な
ら
な
い
。
本
書
は
誰
も
が
楽
し
く
読
め
る

様
に
配
慮
さ
れ
、
し
か
も
重
要
な
文
化
財
の
記
録
と
し
て
の
役
も
果
し
て
い
る
《

「
古
き
文
楽
首
の
、
新
し
き
美
学
へ
の
導
入
は
明
日
に
残
さ
れ
た
私
た
ち

斎
藤
今
山
口
・
吉
永
「
文
楽
首
の
名
作
」
Ｉ
。
Ⅱ
。
Ⅲ

』

執
筆
者
紹
介

国
崎
望
久
太
郎

鈴
木
弘
道

．
岡
本
彦
一

大
橋
渭
秀

水
田
潤

浅
野
達
三

の
課
題
で
あ
る
。
」

こ
の
上
な
く
人
形
浄
瑠
璃
を
愛
す
る
編
者
の
気
持
は
本
書
の
隅
々
に
迄
満
ち
て

お
り
、
微
笑
を
以
て
読
者
に
話
し
か
け
る
様
な
安
ら
か
な
態
度
の
書
物
で
あ
る
。

因
み
に
編
者
の
斎
藤
清
二
郎
氏
は
種
々
の
文
楽
関
係
研
究
害
も
出
さ
れ
て
い

る
斯
界
の
権
威
者
で
あ
り
、
山
口
広
一
氏
は
毎
日
新
聞
（
大
阪
）
学
芸
部
副
部

長
で
そ
の
劇
評
は
注
目
さ
れ
て
お
り
、
吉
永
孝
雄
氏
は
関
西
大
学
講
師
で
こ
の

方
面
を
専
攻
と
す
る
博
識
な
研
究
者
で
あ
る
。
筒
最
近
続
篇
と
し
て
更
に
二
冊

刊
行
さ
れ
る
筈
で
あ
る
。

毎
日
新
聞
社
刊
Ｉ
。
Ⅱ
。
Ⅲ
各
三
百
八
十
円

、
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