
近
世
中
・
後
期
、
都
市
の
民
衆
生
活
の
活
性
化
、
民
俗
的
世
界
の
周
縁
の
拡

大
、
一
撲
・
う
ち
こ
わ
し
の
激
化
、
そ
し
て
民
衆
宗
教
の
創
唱
な
ど
民
衆
史
は

新
た
な
段
階
に
入
る
。
民
俗
学
・
民
衆
思
想
史
・
社
会
史
の
研
究
は
こ
う
し
た

民
衆
の
姿
を
歴
史
的
リ
ア
リ
テ
ィ
に
お
い
て
と
ら
え
そ
の
成
果
は
多
彩
な
形
で

し
め
さ
れ
て
い
る
。
か
つ
て
近
世
思
想
史
研
究
は
こ
う
し
た
民
衆
の
姿
を
思
想

家
の
民
衆
観
と
し
て
と
ら
え
る
に
過
ぎ
な
か
っ
た
。
そ
れ
に
対
し
今
回
の
三
報

告
は
民
衆
史
の
新
た
な
段
階
に
お
い
て
民
衆
の
動
向
が
思
想
形
成
の
一
つ
の
モ

チ
ィ
ー
フ
に
な
っ
た
と
す
る
立
場
に
立
つ
。
つ
ま
り
、
民
衆
の
ど
の
よ
う
な
動

向
が
彼
ら
の
思
想
形
成
に
ど
う
い
っ
た
方
向
性
を
あ
た
え
た
か
を
問
う
視
覚
か

ら
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
三
つ
の
報
告
の
と
り
あ
げ
る
思
想
は
儒

学
・
国
学
と
い
う
立
場
の
相
違
は
あ
れ
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
民
衆
教
化
を
意

図
し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
事
に
よ
っ
て
現
実
社
会
に
ア
ク
チ
ュ
ァ
ル
に
働
き
か

け
た
。
だ
か
ら
、
こ
れ
ら
の
思
想
は
思
想
家
の
思
想
と
し
て
言
説
空
間
に
投
げ

出
さ
れ
た
も
の
で
な
く
、
民
衆
教
化
の
思
想
と
し
て
機
能
し
た
の
で
あ
り
民
衆

思
想
の
動
向
に
あ
る
刻
印
を
あ
た
え
る
事
と
な
っ
た
。
こ
う
し
た
視
覚
か
ら
す

る
三
報
告
は
民
衆
思
想
史
の
研
究
に
も
あ
る
波
紋
を
投
げ
か
け
て
い
る
と
思
わ

れ
る
。
し
か
も
三
報
告
は
そ
の
取
り
上
げ
る
時
期
は
十
八
世
紀
初
頭
よ
り
、
幕

特
集
〈
平
成
三
年
度
大
会
パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
〉
Ⅱ
「
近
世
後
期
思
想
史
に
お
け
る
民
衆
」

テ
ー
マ
設
定
を
め
ぐ
っ
て

末
維
新
期
を
は
さ
み
日
本
近
代
を
見
通
す
も
の
と
な
っ
て
お
り
、
日
本
の
近
代

化
の
過
程
で
知
識
人
と
民
衆
の
姿
を
問
う
も
の
と
も
な
っ
て
い
る
。

宮
川
報
告
は
、
懐
徳
堂
の
諸
思
想
を
と
り
あ
げ
る
が
、
そ
の
核
心
は
朱
子
学

の
理
を
「
い
ま
こ
こ
あ
た
り
前
の
道
理
」
、
つ
ま
り
普
遍
的
な
人
間
の
規
範
の

根
拠
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
点
よ
り
柤
侠
や
仁
斎
の
古
学
は
論
争
的
言

辞
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
。
そ
の
民
衆
教
化
は
同
時
期
の
都
市
民
衆
を
と
ら
え
た

石
門
心
学
を
見
据
え
、
そ
れ
に
対
抗
し
て
行
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
石
門
心

学
は
、
心
学
講
話
に
よ
る
心
の
悟
り
に
終
始
す
る
が
故
に
斥
ら
れ
る
べ
き
で
あ

り
孝
子
の
表
彰
な
ど
の
教
育
制
度
を
と
も
な
う
社
会
改
善
に
向
か
わ
ね
ば
な
ら

な
い
と
し
た
。
こ
う
し
た
民
衆
教
化
の
思
想
は
辻
本
報
告
で
具
体
化
さ
れ
る
。

懐
徳
堂
の
人
々
は
「
わ
が
党
」
と
自
称
し
た
よ
う
に
一
つ
の
思
想
運
動
で
あ

り
自
律
し
た
知
識
人
で
あ
ろ
う
と
し
た
。
だ
が
そ
の
自
律
性
の
あ
り
か
た
を
め

ぐ
り
、
中
井
竹
山
は
権
力
に
近
づ
き
学
問
所
を
公
的
な
も
の
と
し
よ
う
と
し
、

中
井
履
軒
・
富
永
仲
基
は
現
世
か
ら
孤
立
し
よ
う
と
し
た
。
こ
う
し
た
懐
徳
堂

の
知
識
人
の
あ
り
か
た
は
こ
の
時
期
の
、
儒
者
と
幕
藩
制
の
か
か
わ
り
に
問
題

を
投
げ
か
け
て
い
る
。

辻
本
報
告
は
江
戸
初
期
よ
り
後
期
水
戸
学
ま
で
を
見
通
し
た
大
き
な
構
想
の

宮
城
公
子

四
四



も
と
に
な
さ
れ
て
い
る
が
中
核
は
十
八
世
紀
後
半
、
と
り
わ
け
寛
政
期
以
降
の

民
衆
教
化
の
思
想
に
あ
る
。
つ
ま
り
儒
者
の
目
か
ら
み
れ
ば
「
淫
祀
邪
教
」
の

横
行
と
み
え
る
民
俗
的
世
界
の
活
性
化
の
段
階
に
あ
っ
て
は
、
祖
侠
学
の
よ
う

な
愚
民
観
に
も
と
ず
く
政
治
的
術
策
に
よ
る
共
同
体
を
通
じ
て
の
民
衆
教
化
は

無
力
だ
っ
た
。
替
わ
っ
て
、
人
の
心
か
ら
社
会
、
世
界
そ
し
て
天
地
自
然
と
い

う
コ
ス
モ
ロ
ジ
カ
ル
な
全
体
を
統
一
し
た
秩
序
原
理
で
と
ら
え
る
朱
子
学
が
こ

う
し
た
要
請
に
こ
た
え
る
も
の
と
し
て
登
場
す
る
。
そ
の
際
．
国
領
内
は
一

つ
之
学
館
之
内
」
と
い
う
姿
を
め
ざ
し
寺
子
屋
等
で
の
民
衆
教
化
と
密
接
な
か

か
わ
り
に
お
い
て
学
校
に
お
け
る
武
士
教
育
が
重
視
さ
れ
る
が
、
異
学
の
禁
は
、

民
衆
史
か
ら
み
れ
ば
こ
う
し
た
文
脈
に
お
い
て
と
ら
え
ら
れ
る
。
幕
末
維
新
期
、

後
期
水
戸
学
は
「
内
憂
外
患
」
と
い
う
新
た
な
危
機
に
対
し
、
教
育
に
よ
る
教

化
で
な
く
、
宗
教
に
よ
る
民
心
収
撹
を
構
想
し
た
。
そ
れ
は
民
衆
宗
教
の
一
つ

の
モ
チ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た
「
死
後
安
心
」
に
つ
い
て
儒
教
の
一
気
的
生
命
論
に

よ
る
父
子
一
体
論
を
と
な
え
、
忠
孝
の
道
徳
論
と
あ
い
ま
っ
て
「
皇
統
無
窮
の

後
期
水
戸
学
は
「
内
憂
外
患
」
と
い
う
新
些

化
で
な
く
、
宗
教
に
よ
る
民
心
収
撹
を
構
舘

の
モ
チ
ィ
ー
フ
で
あ
っ
た
「
死
後
安
心
」
一

よ
る
父
子
一
体
論
を
と
な
え
、
忠
孝
の
道
生

国
体
」
の
理
論
的
根
拠
と
な
っ
た
と
す
る
。

桂
島
報
告
は
従
来
そ
れ
ぞ
れ
、
個
別
に
と
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
幕
末
国
学
と

民
衆
宗
教
の
統
一
的
把
握
を
め
ざ
し
た
も
の
で
あ
る
。
両
者
は
民
俗
的
信
仰
と

交
錯
し
て
展
開
し
て
い
る
こ
と
、
記
紀
の
神
々
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
、
そ

の
担
い
手
が
農
村
運
動
と
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
等
の
共
通
点
を
も
つ
が
、
そ

れ
故
に
こ
そ
拮
抗
す
る
関
係
に
あ
っ
た
。
つ
ま
り
幕
末
国
学
は
ア
マ
テ
ラ
ス
を

太
陽
神
Ⅱ
皇
祖
神
Ⅱ
伊
勢
内
宮
の
神
と
と
ら
え
る
。
一
方
「
死
後
安
心
」
に
つ

い
て
幽
冥
神
へ
の
探
求
の
衝
動
が
強
く
そ
れ
を
基
軸
に
ア
マ
テ
ラ
ス
よ
り
上
位

に
宇
宙
創
造
神
を
想
定
し
た
神
々
の
秩
序
化
が
行
な
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
う
し

た
壮
大
な
コ
ス
モ
ロ
ジ
ー
の
構
想
は
民
俗
的
信
仰
と
の
競
合
に
お
い
て
は
じ
め

て
可
能
だ
っ
た
。
だ
が
一
方
そ
の
な
か
に
は
、
大
国
隆
正
の
よ
う
に
記
紀
の
神

々
の
秩
序
か
ら
民
俗
的
信
仰
を
排
除
し
統
御
し
よ
う
と
す
る
な
が
れ
も
存
在
し

こ
れ
ら
は
後
期
水
戸
学
と
と
も
に
国
家
神
道
の
一
端
を
担
う
こ
と
と
な
る
。
民

衆
宗
教
は
民
俗
的
信
仰
を
基
盤
と
し
て
形
成
さ
れ
る
が
、
そ
の
中
に
太
陽
神
Ⅱ

伊
勢
の
神
と
し
て
の
ア
マ
テ
ラ
ス
ヘ
の
信
仰
を
含
ん
で
い
た
。
だ
が
そ
れ
は
皇

祖
神
で
な
く
、
そ
の
意
味
で
民
衆
の
独
自
の
救
済
思
想
だ
っ
た
。
日
本
近
代
に

お
い
て
は
民
衆
宗
教
は
教
派
神
道
と
し
て
「
神
道
化
」
さ
れ
て
発
展
す
る
。
こ

の
「
神
道
化
」
の
過
程
は
民
衆
宗
教
は
も
と
よ
り
、
そ
れ
を
担
っ
た
幕
末
国
学

か
ら
も
幾
多
の
可
能
性
を
奪
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
の
問
題
性
を
凝
視

す
る
の
が
桂
島
報
告
の
意
図
す
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

近
世
後
期
思
想
史
に
お
け
る
民
衆
と
い
う
テ
ー
マ
に
も
と
ず
く
三
報
告
は
こ

の
よ
う
に
日
本
近
代
そ
の
も
の
へ
の
問
い
を
投
げ
か
け
る
も
の
で
も
あ
る
。

（
甲
南
大
学
教
授
）
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