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楊

相P

考

｜
｜
柳
の
民
俗
、

中
日
比
較
の
視
点
か
ら
｜
｜

許

目安

L
f
H
A
，
 

f／
 

仁コ

店
の
劉
民
錫
の
「
楊
柳
校
詞
L

（
可
全
店
詩
』
、
来
」
三
六
五
）
に
こ
の
よ
う
な
句
が
あ
る
。

「
長
安
附
上
無
窮
樹
、
唯
有
2
3

玉
粉
管
一
一
離
別
こ
。
同
じ
く
唐
の
戴
叔
倫
の
「
送
呂
少
府
L

の
詩
（
『
唐
詩
類
苑
』
、
巻
一
百
六
）
に

「
深
山
古
路
無
一
一
楊
柳
一
（
1
）
、
折
一
一
取
桐
花
一
寄
一
一
遠
人
こ
と
二
一
一
口
う
の
が
あ
る
。

鹿

い
ず
れ
も
民
間
の
風
習
で
あ
る
「
折
柳
贈
別
」
を
踏
ま
え
て

詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
離
別
詩
に
出
て
く
る
柳
は
た
い
て
い
こ
の
民
間
風
習
の
イ
メ
ー
ジ
を
帯
び
、

と
か
く
哀
惜
を
そ
L

る
も
の
と
な
っ
て

っ
き
つ
め

い
る
。
離
別
詩
の
素
材
の
一
つ
と
し
て
、
柳
を
考
え
た
場
合
、
楽
府
の
「
折
楊
柳
」
の
成
立
が
大
き
な
課
題
と
な
る

Q

そ
し
て
、

れ
ば
柳
に
関
す
る
民
間
信
仰
の
問
題
を
無
視
し
て
は
語
れ
な
い
と
気
づ
く
。

戦
国
策
日
、
夫
彬
横
樹
v
之
則
生
、
倒
樹
v
之
則
生
、
折
而
樹
v
之
又
生
。

本
草
李
時
珍
日
、
松
柳
縦
横
倒
順
挿
v
之
皆
生
。
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柳
と
い
う
植
物
は
非
常
に
生
命
力
の
強
い
も
の
で
あ
る
。

そ
の
強
さ
に
つ
い
て
は
諸
書
に
以
上
の
よ
う
に
屡
々
見
え
て
い
る
。
こ
の
よ
う

な
強
い
生
態
こ
そ
が
柳
に
神
秘
性
を
持
た
せ
る
長
大
の
理
由
と
考
え
ら
れ
よ
う
。

実
は
、

そ
の
神
秘
性
を
持
つ
が
た
め
に
、
柳
は
華
北
地
域
に
生
活
し
て
い
た
漢
民
族
に
と
っ
て
、
唯
一
す
が
れ
る
植
物
で
も
あ
っ
た
よ
う

で
あ
る
。
自
然
に
よ
る
不
可
抗
力
の
災
害
に
襲
わ
れ
、

あ
ら
ゆ
る
も
の
が
地
上
か
ら
姿
を
消
し
た
時
、
楊
柳
だ
け
が
根
強
く
生
き
残
る
。
索

漠
た
る
黄
土
地
帯
に
、
緑
と
い
う
緑
が
ほ
と
ん
ど
な
い
冬
の
終
り
に
、
柳
だ
け
が
逸
早
く
芽
を
吹
き
出
す
。
こ
の
よ
う
な
強
靭
な
生
命
力
を

持
つ
も
の
は
、
古
代
人
を
し
て
神
の
樹
で
あ
る
と
信
ぜ
し
め
る
力
さ
え
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
柳
を
神
が
か
り
の
神
樹
と
し
て
崇
め
る
傾
向
は
、

日
本
に
も
あ
っ
た
。
『
高
葉
集
』
に
こ
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。

楊
こ
そ
伐
れ
ば
生
え
す
れ
世
の
人
の
恋
に
死
な
む
と
い
か
に
為
よ
と
ぞ

（
巻
十
四
、
三
四
九
一
）
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ま
た
口

u

日
本
書
紀
』
の
顕
宗
紀
、
弘
計
王
の
歌
と
さ
れ
る

い
な
む
し
ろ
川
そ
び
柳
水
行
け
ば
磨
き
起
き
立
ら
そ
の
根
は
失
せ
ず

と
い
う
の
が
あ
る
。
柳
の
根
の
強
さ
を
詠
ん
で
い
る
。
こ
の
ほ
か
に
も
柳
は
和
歌
の
素
材
と
し
て
多
く
用
い
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

ひ
と

り
離
別
を
詠
ん
だ
和
歌
に
は
柳
は
登
場
し
な
い
。

こ
の
よ
う
に
、
中
国
で
は
柳
が
離
別
詩
の
素
材
と
し
て
多
用
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、

日
本
で
は
ほ
と
ん
ど
用
い
ら
れ
て
い
な
い
。
楊
柳
が

離
別
詩
の
素
材
と
し
て
ど
う
脚
色
さ
れ
た
の
か
が
筆
者
の
本
来
的
な
問
題
意
識
な
の
で
あ
る
が
、

そ
の
避
け
ら
れ
な
い
前
提
で
あ
る
柳
の
民

俗
性
に
つ
い
て
ま
ず
考
察
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
本
稿
は
紙
面
の
関
係
上
、
柳
の
民
俗
性
だ
け
を
取
り
あ
げ
て
、
中
日
比

較
の
視
点
か
ら
古
代
歌
謡
或
い
は
農
書
な
ど
の
記
録
に
頼
っ
て
調
べ
た
結
果
を
ま
と
め
よ
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。



一
、
肝

耳目

昨
邪
の
木
と
言
え
ば
、
先
ず
桃
の
木
が
想
起
さ
れ
る
。
諸
々
の
悪
鬼
を
鎮
め
る
お
ふ
だ
と
し
て
よ
く
聞
く
も
の
は
「
桃
符
し
で
あ
る
が
、

実
は
桃
の
木
だ
け
で
な
く
、
柳
の
木
も
僻
邪
と
し
て
機
能
す
る
と
い
う
の
が
古
く
か
ら
の
考
え
で
あ
る
。
南
北
朝
、
梁
の
時
代
に
成
立
し
、

現
存
中
国
最
古
の
農
書
と
さ
れ
る
吋
湾
民
要
術
』
（
頁
息
孤
著
、
西
元
五
三
五
年
頃
）
に
は
営
農
の
実
際
を
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
。

そ
の

種
柳
の
項
に
次
の
記
述
が
あ
る
。

術
日
。
正
月
旦
取
ニ
楊
枝
一
著
三
戸
上
刊
百
鬼
不
v
入
v
家。

正
月
の
朝
に
、
柳
枝
を
門
に
付
け
れ
ば
、
諸
々
の
幽
鬼
は
家
に
入
ら
な
い
。

つ
ま
り
、
厄
を
払
う
こ
と
が
出
来
る
と
言
う
。
又
、

正
月
で
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は
な
い
が
、
清
明
の
日
に
、
楊
柳
を
門
に
挿
す
習
慣
も
古
く
か
ら
あ
っ
た
よ
う
で
あ
る
。
宋
人
呉
自
牧
の
『
夢
梁
録
』
巻
二
清
明
節
に

清
明
交
二
三
月
節
↓
前
両
日
謂
－
一
之
寒
食
↓
京
師
人
従
－
一
冬
至
一
後
数
起
至
三
百
五
日
一
使
是
此

H
C
家
家
以
ニ
柳
保
一
括
ニ
於
円
上
↓
名
日

明
眼
。

と
あ
る
。
ま
た
、
明
の
徐
光
啓
（
一
五
六
二
！
一
六
三
三
）
の
著
で
あ
る
『
農
政
全
書
L

に
も
清
明
に
柳
枝
を
軒
下
に
押
す
習
慣
が
読
み
取
れ

マ
位
。

清
明
喜
v
情
。
三
月
清
明
晒
得
楊
柳
枯
。
十
隻
糞
紅
九
隻
浮
。
清
明
無
v
雨
少
一
一
黄
梅
↓

農
人
休
v
望
v
晴
。
径
頭
挿
柳
焦
。
農
人
好
v
作
v
矯。

〈
中
略
〉
清
明
旦
一
芦
情
。

、
、
、
、
、

諺
云
・
・
符
店
頭
挿
柳
青

（
巻
十
一
、
農
事
）

清
明
の
陽
射
し
に
よ
っ
て
、
軒
下
に
挿
し
た
柳
枝
が
な
お
青
々
と
し
て
い
る
の
か
、

そ
れ
と
も
焦
げ
て
し
ま
う
の
か
に
よ
っ
て
、

そ
の
年

の
降
雨
註
を
占
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
諺
で
あ
る
。
占
い
と
い
う
問
題
は
さ
て
お
き
、
こ
こ
で
注
意
し
た
い
の
は
、
清
明
の
日
に
柳
枝
を
民



符
一
に
挿
す
習
慣
で
あ
る
。
更
に
、
守
本
草
綱
目
』
拾
遺
巻
六
、
木
部
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

清
明
日
挿
一
一
在
屋
控
下
一
枯
柳
枝
朝
v
南
者
入
v
薬
。
物
類
相
感
志
。
清
明
楊
柳
能
v
止
一
一
醤
酷
之
潮
溢
↓

こ
こ
に
は
ま
た
も
「
清
明
挿
柳
」
と
ふ
一
一
口
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
中
国
医
薬
観
の
上
で
は
、
植
物
は
す
べ
て
薬
に
な
る
が
、
確

実
に
そ
の
通
り
効
き
目
が
あ
る
の
か
は
疑
わ
し
い
。
し
か
し
、
柳
に
限
っ
て
一
一
一
日
う
な
ら
ば
、
古
く
よ
り
解
熱
剤
と
し
て
重
用
さ
れ
、
こ
れ
は

現
代
薬
学
上
も
柳
に
解
熱
作
用
が
あ
る
と
確
認
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
同
じ
く
清
明
の
日
に
柳
を
挿
す
が
、
門
に
で
は
な
く
、
頭
に
挿
す
こ

と
も
あ
る
、
清
人
活
祭
陛
に
よ
る
『
帝
京
歳
時
紀
勝
』
に
は
次
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

清
明
日
摘
一
一
新
柳
一
侃
帯
、
諺
云
・
・
「
清
明
不
ν
帯
v
柳
、
来
生
燈
一
一
黄
狗
ご

ま
た
、
富
察
敦
崇
の
『
燕
京
歳
時
記
』
（
2
〕
に
も

清
明
即
寒
食
、
又
日
禁
畑
節
。
古
人
最
重
v
之
、
今
人
不
v
為
v
節
、
但
児
童
戴
v
柳
祭
一
一
掃
攻
笠
而
己
。
〈
中
略
〉
至
一
一
清
明
戴
v
柳
者
一
乃

唐
高
宗
（
3
）
三
月
三
日
誠
一
一
棟
於
消
陽
一
賜
一
一
章
巨
柳
国
各
一
一
謂
戴
v
之
可
v
免
一
一
直
毒
↓
今
蓋
師
二
其
遺
意
一
也
口
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と
あ
る
。
こ
の
「
清
明
戴
柳
L

は
唐
代
に
な
っ
て
始
め
て
姿
を
現
し
た
も
の
で
、

そ
の
前
身
は
や
は
り
門
、
軒
下
な
ど
に
挿
す
風
習
が
あ
っ

た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

い
く
つ
か
の
書
物
（
4
）
で
は
こ
の
「
清
明
裁
柳
し
の
こ
と
を
引
い
て
い
る
が
、

い
ず
れ
も
唐
の
中
宗
が
滑
水
で
誠
艇

を
し
た
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。
正
史
で
は
「
清
明
裁
柳
」
の
記
録
は
た
だ
こ
の
一
例
の
み
で
、
後
に
も
先
に
も
な
い
。
従
っ
て
、

お
そ
ら
く

そ
れ
ま
で
は
柳
枝
を
挿
し
こ
そ
し
た
が
、
頭
に
裁
く
こ
は
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
唐
中
宗
の
行
事
が
き
っ
か
け
で
、
民
間
、
す
く
な
く
と

も
京
城
（
5
）
で
は
流
行
し
た
の
で
は
な
い
か
と
忠
わ
れ
る
が
、
記
録
が
な
い
の
で
、

何
と
も
ニ
一
一
口
え
な
い
。

い
ず
れ
に
し
て
も
、

こ
う
し
て
柳

を
頭
に
裁
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
邪
を
払
い
の
け
、
生
命
を
長
ら
え
る
こ
と
が
出
来
る
と
言
う
こ
と
の
背
後
に
、
柳
に
対
す
る
呪
術
的
信
仰
が

秘
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
を
否
定
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

い
ま
で
も
、
寺
院
や
道
観
な
ど
へ
行
く
と
、

そ
こ
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
観
音
菩
薩
は



に
溶
か
し
た
も
の
を
、
柳
枝
で
体
に
振
り
つ
け
る
よ
う
に
と
必
ず
教
え
ら
れ
る
。
ど
う
し
て
柳
枝
で
な
く
て
は
な
ら
な
い
の
か
。

そ
こ
か
ら
も
ら
っ
て
来
る
お
ふ
だ
の
使
い
方
に
つ
い
て
は
、
火
で
焼
き
、
灰
燈
を
水

た
い
て
い
柳
枝
を
手
に
し
て
描
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、

こ
の
よ
う
に
な
っ
た
の
か
。
我
々
は
意
味
も
考
え
ず
に
繰
り
返
し
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
も
し
か
す
る
と
、

;z.’ 

σヲ
由
来
は
や
は
り
こし、
rJ) ~ 

店半、 か
耳目、 ら

の
考
え
か
ら
来
た
も
の
か
も
知
れ
な
い
。

さ
て
、
こ
の
よ
う
な
信
仰
は
三
岡
葉
集
』
の
歌
に
も
見
出
す
こ
と
が
出
来
る
。

『
菌
葉
集
』
に
は
柳
を
読
ん
だ
歌
が
四
十
首
あ
る
。

中
で
、
「
か
づ
ら
」
「
か
ざ
し
し
に
関
わ
る
歌
は
十
二
首
を
数
え
る
こ
と
が
出
来
る
。

梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
は
辺
に
す
べ
く
な
り
に
け
ら
ず
や

青
柳
梅
と
の
花
を
折
り
か
ざ
し
飲
み
で
の
後
は
散
り
ぬ
と
も
よ
し

梅
の
花
咲
き
た
る
園
の
青
柳
を
殺
に
し
つ
つ
遊
び
暮
ら
さ
な

春
柳
川
内
に
折
り
し
梅
の
花
誰
か
浮
か
べ
し
、
酒
杯
の
上
に

霜
枯
れ
の
冬
の
柳
は
見
る
人
の
ね
に
す
べ
く
蔚
え
に
け
る
か
も

（
巻
十
、

も
も
し
さ
の
大
宮
人
の
料
け
る
し
だ
り
柳
は
見
れ
ど
飽
か
ぬ
か
も

（
巻
十
、

我
が
か
ざ
す
柳
の
糸
を
吹
き
乱
る
風
に
か
妹
が
梅
の
散
る
ら
む

（
巻
十

遊
ぶ
内
の
楽
し
き
庭
に
梅
折
り
か
ざ
し
て
ば
思
ひ
な
み
か
も

（
巻
十
七
、

し
な
か
ざ
る
越
の
君
ら
と
か
く
し
こ
そ
柳
か
づ
ら
き
楽
し
く
遊
ば
め

（
巻
十
八

君
が
行
き
も
し
久
に
あ
ら
ば
梅
柳
誰
と
共
に
か
我
が
か
づ
ら
か
む

（
巻
十
九
、

そ
の

（
巻
五

八
一
七
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（
巻
玉
、

）＼ 

（
巻
玉
、

八
二
五

（
巻
五

八
四

O

一
八
四
六

一
八
五

一
八
六
五

三
九

O
五）

四

O
七

四
二
三
八
）



青
柳
の
ほ
っ
校
馨
ぢ
取
り
か
づ
ら
く
は
君
が
や
と
に
し
千
年
寿
く
と
そ

（
巻
十
九
、

四
二
八
九

最
初
の
四
首
の
作
者
は
そ
れ
ぞ
れ
少
弐
粟
田
大
夫
、
笠
沙
瀬
、
少
監
土
氏
百
村
、
壱
岐
目
村
氏
彼
方
で
あ
り
、
大
伴
旅
人
の
歌
壇
グ
ル
I

プ
に
属
す
る
人
達
で
あ
る
。
続
く
四
首
は
詠
人
不
知
で
あ
る
が
、
比
較
的
寓
葉
後
期
に
近
い
作
と
さ
れ
る
。
間
番
歌
は
大
伴
書
持
の
作
で
、

最
後
の
三
首
は
大
伴
家
持
が
詠
ん
だ
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
か
づ
ら
」
と
か
「
か
ざ
し
」
に
つ
い
て
、
西
村
真
次
氏
の
「
高
葉
集
の
文
化
史

的
研
究
」
（
東
京
堂
書
店
、
昭
和
三
年
）
か
ら
引
用
し
て
お
こ
う
。

一
樫
カ
ヅ
ラ
は
何
の
為
め
に
す
る
か
、

只
だ
の
装
飾
か
、
或
は
マ
ジ
ッ
ク
か
。
起
原
を
い
へ
ば
恐
ら
く
生
命
を
長
ら
ふ
る
為
め
の
呪
的

行
為
で
あ
っ
た
ろ
う
け
れ
ど
、
寧
楽
時
代
に
は
も
は
や
装
飾
が
主
で
あ
る
と
こ
ろ
の
、

い
く
ら
か
の
呪
的
意
味
を
伴
っ
た
年
中
行
事
の
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一
つ
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
れ
に
従
え
ば
、
「
か
づ
ら
」
を
つ
け
る
こ
と
は
、
古
い
時
代
か
ら
の
ま
じ
な
い
で
あ
る
。

か
づ
ら
に
す
る
植
物
は
、

ひ
と
り
柳
だ
け
で

い
ず
れ
に
せ
よ
、
側
番
歌
を
除
い
て
、
高
葉
集
の
柳
綾
歌
は
遊
宴
的

な
意
味
が
非
常
に
強
い
と
言
え
よ
う
が
、
或
は
、
こ
れ
は
大
陸
文
化
を
伝
え
た
と
同
時
に
、
中
国
式
の
ま
じ
な
い
も
一
緒
に
伝
わ
っ
て
来
た

は
な
い
。
大
和
的
な
呪
術
植
物
に
は
ほ
か
に
も
橿
や
橘
な
ど
が
あ
る
。

か
ら
で
は
な
い
か
と
想
像
さ
れ
る
。
清
明
の
日
に
柳
の
環
を
戴
い
た
大
陸
の
人
々
の
姿
は
遣
唐
使
ら
の
目
に
ど
の
よ
う
に
映
っ
た
の
か
、
今

は
知
る
す
べ
も
な
い
が
、
も
し
日
本
で
そ
れ
ま
で
柳
枝
を
頭
に
戴
く
こ
と
が
な
か
っ
た
と
す
れ
ば
、
お
そ
ら
く
か
な
り
新
鮮
な
感
じ
を
受
け

た
に
達
也
い
あ
る
ま
い
。

そ
れ
が
遣
唐
使
に
よ
り
日
本
に
持
ち
帰
ら
れ
、

「
信
仰
志
向
L

か
ら
離
脱
し
つ
つ
あ
っ
た
当
時
の
文
壇
に
お
い
て
、



「
文
芸
志
向
」
の
一
形
態
と
し
て
、

文
人
た
ち
の
間
に
も
て
は
や
さ
れ
、

そ
れ
が
ま
た
何
ら
か
の
修
正
過
程
を
経
て
、
高
葉
歌
十
二
首
の
よ

う
な
形
と
な
っ
た
も
の
と
推
測
す
る
の
は
飛
躍
に
過
ぎ
る
だ
ろ
う
か
。

柳
で
は
な
い
が
、
『
高
葉
集
』
に
こ
の
よ
う
な
歌
も
あ
る
。

産
公
烏
厭
ふ
時
無
し
菖
蒲
綬
に
せ
む
日
此
ゆ
鳴
き
渡
れ

（
巻
十

一
九
五
五
）

こ
れ
は
端
午
の
節
句
に
菖
蒲
を
純
に
す
る
風
習
を
踏
ま
え
て
詠
ん
だ
歌
で
あ
る
。
端
午
の
節
句
に
お
け
る
菖
蒲
に
つ
い
て
、
守
屋
美
都
雄
氏

が
『
剤
楚
歳
時
記
』
の
訳
注
（
平
凡
社
、
東
洋
文
庫

一
九
七
八
）
に
、
『
山
堂
嘩
考
』
を
引
い
て
、
次
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

端
午
、
菖
蒲
を
刻
ん
で
小
人
子
を
為
る
。
或
い
は
胡
麓
形
と
謂
う
。
之
を
帯
び
て
邪
を
砕
く
。

中
国
の
書
物
に
記
録
が
求
め
ら
れ
る
よ
う
に
菖
蒲
を
殺
に
す
る
こ
と
は
明
ら
か
に
中
国
伝
来
の
も
の
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
と
十
二
首
の
歌

の
作
者
が
ほ
と
ん
ど
寓
葉
後
期
の
歌
人
、
言
わ
ば
大
陸
文
化
の
洗
礼
を
受
け
た
人
達
で
あ
る
こ
と
と
考
え
合
わ
せ
て
み
て
も
、
柳
鰻
が
大
陸

伝
来
の
物
で
あ
る
と
い
う
想
像
は
膨
ら
む
ば
か
り
で
あ
る
。

し
か
し
、

一
方
、
柳
は
大
陸
伝
来
の
植
物
と
は
ユ
一
一
口
え
、

そ
の
伝
来
は
唐
以
前
、

お
そ
ら
く
は
年
代
も
知
る
由
の
な
い
遠
い
昔
の
こ
と
で
あ

ろ
う
。
と
す
る
と
、
柳
の
呪
術
性
は
、
中
国
と
日
本
と
で
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
形
成
さ
れ
た
も
の
で
、
単
に
偶
然
に
一
致
し
た
も
の
だ
と
も
思

え
て
く
る
。

そ
う
だ
と
す
る
と
、
節
句
伝
来
と
と
も
に
、
文
や
菖
蒲
を
鰻
と
す
る
風
習
が
伝
来
し
た
の
と
同
じ
よ
う
に
、
柳
も
何
ら
か
の
伝

仰
の
道
具
と
し
て
伝
来
し
て
来
た
と
い
う
の
は
想
像
に
す
ぎ
な
い
か
も
知
れ
な
い
。
結
局
叶
て
の
起
源
は
、

一
種
の
神
秘
に
包
ま
れ
て
い
る
。

本
節
は
砕
邪
と
し
て
使
わ
れ
た
柳
に
つ
い
て
の
記
録
を
試
み
に
ま
と
め
て
み
た
。

と
こ
ろ
が
、
本
節
に
取
り
あ
げ
た
例
は
ひ
と
り
昨
邪
の

み
な
ら
ず
、
予
祝
、

ま
た
は
依
リ
木
な
ど
、
二
重
も
三
重
も
の
意
味
を
同
時
に
帯
有
す
る
も
の
と
も
見
受
け
ら
れ
る
。



一
一
、
予

祝

柳
は
非
常
に
強
い
生
命
力
を
持
つ
植
物
で
あ
る
が
故
に
、
古
代
人
の
目
に
は
神
力
を
持
っ
て
い
る
よ
う
に
映
っ
た
こ
と
は
す
で
に
述
べ
た

が
、
文
明
以
前
、
神
以
外
に
何
一
っ
す
が
る
も
の
の
な
か
っ
た
時
代
に
は
、
柳
は
神
に
す
が
る
目
じ
る
し
と
目
さ
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か

と
想
像
さ
れ
る
。
稲
作
民
族
に
と
っ
て
、
最
も
関
心
の
深
い
こ
と
が
稲
の
収
穫
量
で
あ
る
こ
と
は
賛
言
を
要
し
な
い
。

い
か
に
多
く
収
穫
す

る
こ
と
が
出
来
る
か
は
、
田
植
え
の
時
期
に
予
祝
或
い
は
そ
の
他
の
関
連
す
る
祭
事
を
滞
り
な
く
行
っ
た
か
ど
う
か
に
よ
る
も
の
と
古
代
人

は
考
え
た
に
違
い
な
い
。

そ
し
て
、
田
植
え
の
予
祝
に
用
い
る
に
は
、
初
春
に
他
の
植
物
よ
り
先
ん
じ
て
緑
芽
を
吹
く
柳
こ
そ
が
最
も
相
応

し
い
植
物
で
あ
る
と
古
代
人
は
生
活
体
験
に
基
づ
い
て
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
残
念
な
こ
と
に
、
以
上
の
よ
う
な
考
え
を

行
き
わ
た
っ
た
せ
い
か
、

或
い
は
儒
教
が
発
達
し
た
せ
い
か
、

民
俗
的
な
記
録
は
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
守
礼
記
』
に
わ
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裏
づ
け
る
中
国
の
古
い
文
献
は
、

い
ま
の
と
こ
ろ
、

ま
だ
見
当
ら
な
い
。
中
国
の
暦
法
が
非
常
に
早
い
時
期
に
発
達
し
、
農
村
の
隅
々
ま
で

ず
か
そ
れ
ら
し
い
も
の
は
あ
る
が
、
詳
し
い
作
法
は
全
く
わ
か
ら
な
い
。

是
月
也
。
天
子
乃
以
一
一
元
一
日
一
祈
一
一
穀
子
上
帝
↓
乃
捧
一
一
元
一
長
↓
天
子
親
裁
一
一
宋
相
↓
措
一
一
之
参
子
保
介
之
v
御
問
↓
率
二
一
二
公
九
卿
諸
侯
大
夫
↓

帰
耕
一
一
帝
籍
回
↓
天
子
三
推
。
三
公
五
推
。
卿
、
諸
侯
大
夫
比
白
御
。
命
日
一
一
地
刀
酒
↓

是
月
也
。
安
一
一
萌
牙
↓
養
一
一
幼
少
↓
存
一
一
諸
孤
↓
揮
一
元
日
↓
命
ド
人
社
。

天
子
石
川
始
乗
v
舟
。
薦
一
一
鮪
子
寝
廟
↓
乃
為
ド
褒
祈
v
賞。

（
月
令
、
孟
春
紀
）

（
月
令
、
仲
春
紀
）

（
月
令
、
季
春
紀
）



『
礼
記
』
に
よ
る
と
、
仲
冬
と
季
冬
以
外
は
毎
月
の
よ
う
に
、

祭
聞
は
行
わ
れ
て
い
た
も
の
の
、

そ
れ
は
極
め
て
簡
単
に
し
か
記
録
さ
れ

な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
古
代
中
国
で
は
「
予
祝
祭
記
」
の
儀
式
を
行
っ
た
こ
と
に
疑
い
が
な
い
。
た
だ
、
こ
れ
以
上
詳
し

い
記
録
が
な
い
の
で
、
果
し
て
柳
が
そ
の
儀
式
に
使
わ
れ
た
の
か
、
使
わ
れ
た
と
す
れ
ば
、
ど
う
使
わ
れ
た
の
か
全
く
わ
か
ら
な
い
。
典
籍

に
求
め
る
こ
と
は
出
来
な
い
が
、
柳
は
予
祝
と
深
い
関
係
を
持
っ
て
い
る
よ
う
な
気
が
し
て
な
ら
な
い
。
な
ぜ
な
ら
、
中
国
の
農
書
に
か
す

か
な
痕
跡
が
見
え
る
ほ
か
、

日
本
の
田
植
え
の
寸
予
祝
祭
組
」
の
行
事
に
柳
が
神
樹
と
し
て
使
わ
れ
た
こ
と
に
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
よ
う

に
思
う
か
ら
で
あ
る
。
日
本
に
存
す
る
か
ら
、
す
ぐ
中
国
に
も
存
す
る
と
短
絡
的
に
結
び
つ
け
る
こ
と
は
甚
だ
乱
暴
な
こ
と
で
あ
る
が
、
先

ず
は
暫
く
日
本
の
田
植
え
の
予
祝
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。

日
本
で
は
柳
が
田
植
の
予
祝
と
関
わ
り
深
い
樹
で
あ
る
こ
と
は
、
従
来
か
ら
民
俗
学
の
文
献
に
よ
っ
て
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
柳
を
歌

守
田
植
歌
謡
と
儀
躍
の
研
究
』
（
三
弥
井
書
店
、
一
九
七
三
）
に
つ
柳
と
霊
域
L

と
言
う
一
章
が
あ
る
。

そ
の
中
で
多
く
の
田
植
歌
を
あ
げ
、
各
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っ
た
多
く
の
歌
謡
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
柳
は
ほ
と
ん
ど
異
な
る
所
な
く
田
植
え
の
神
樹
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
渡
遅
昭
五
氏
の
手
に
よ
る

地
に
現
存
す
る
田
植
習
俗
に
於
い
て
、
柳
が
い
か
に
珍
重
さ
れ
て
い
る
か
を
指
摘
さ
れ
た
。

（

思

）

（

門

）

お
も
ふ
柳
を
か
と
田
へ
こ
そ
な

（

枝

）

（

栄

）

（

円

）

ゑ
た
も
さ
か
へ
る
か
と
田
へ
こ
そ
な

（

柳

）

（

植

ゑ

）

（

重

）

ゃ
な
き
う
へ
ま
い
柳
は
し
た
れ
わ
る
い
に

（

勝

）

が

（

古

野

）

（

廃

）

も
り
の
な
ひ
き
か
よ
し
の
へ
と
う
と
な
ひ
い
た

（
木
蔭
）
で
（
忍
び
逢
）

も
り
の
こ
か
け
て
し
の
ひ
あ
お
う
や
・
：
・

（
前
掲
書
、
川
頁
）



田
植
歌
謡
は
ほ
と
ん
ど
が
恋
歌
の
形
で
残
さ
れ
て
い
る
。

そ
れ
は
人
々
が
何
げ
な
く
口
ず
さ
ん
で
歌
っ
た
か
の
よ
う
に
見
え
る
が
、

そ
の

中
に
古
代
人
か
ら
引
継
が
れ
た
信
仰
が
含
ま
れ
る
こ
と
を
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
実
は
、
宗
教
と
文
学
が
ま
だ
混
同
し
て
い
る
高
葉
時
代

に
、
予
祝
の
歌
は
す
で
に
恋
歌
の
形
に
な
っ
て
い
る
。
従
っ
て
我
々
は
恋
歌
の
中
か
ら
宗
教
習
俗
を
見
出
す
ほ
か
な
い
。

青、 1J、
柳、山
の、田
枝、の
き、池、
り、の、
下、堤、
し、 lこ、
斎、刺、
種、す、
蒔、楊、
き、成
ゆり
ゆも
しな
きら
君ず
に汝
恋と
ひ二
渡ノ、
るは
かも
も

（
巻
十
四
、
三
四
九
二
）

（
巻
十
玉
、
三
六

O
三）

の
よ
う
な
歌
が
東
国
に
あ
る
。

る
。
度
々
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
柳
と
は
生
命
力
の
強
い
樹
木
で
あ
り
、
枝
を
刺
す
だ
け
で
も
根
を
お
ろ
す
こ
と
が
出
来
る
。

そ
こ
で
、
根
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田
植
え
に
お
け
る
予
祝
の
祭
把
は
色
々
な
や
り
方
が
あ
る
が
、

柳
の
枝
を
伐
り
お
ろ
し
て
、

回、

池
な
ど
に
刺
す
の
が
そ
の
一
つ
で
あ

が
生
え
る
か
ど
う
か
で
、

そ
の
年
の
収
穫
を
占
う
。
或
い
は
占
い
以
外
に
、
類
感
呪
術
の
一
つ
と
し
て
も
考
え
ら
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思

わ
れ
る
。
拠
水
植
物
で
あ
る
柳
は
、
豊
富
な
水
源
を
象
徴
し
、

そ
の
し
だ
れ
る
姿
が
稲
穂
の
垂
れ
る
こ
と
を
連
想
さ
せ
、

サ
ビ
ラ
キ
の
予
祝

の
木
と
し
て
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
前
に
あ
げ
た
田
植
歌
謡
は
そ
の
よ
う
に
読
み
と
れ
る
。
ま
た
、
二
首
の
寓
葉
歌
（
問
、
制
）
に
も
は

っ
き
り
と
柳
が
伐
り
お
ろ
さ
れ
、
田
に
刺
さ
れ
た
こ
と
が
読
み
こ
ま
れ
て
い
る
。
柳
の
呪
術
性
が
十
分
に
読
み
と
れ
る
が
、
む
ろ
ん
、
こ
こ

で
は
稲
の
予
祝
に
止
ま
っ
て
い
な
い
。

一
年
の
実
り
の
予
祝
か
ら
敷
約
し
て
、
男
女
二
人
の
恋
が
成
就
す
る
か
ど
う
か
を
占
う
。
四
番
歌
の

む
し
ろ
積
極
的
に
強
い
願
望
を
示
し
て
い
る
。

「
成
り
も
成
ら
ず
も
汝
と
二
人
は
も
L

な
ど
は
、
消
極
的
な
神
任
せ
の
占
い
で
は
な
く
、

こ
の
よ
う
な
素
朴
な
歌
は
、
大
体
春
の
歌
垣
に
お
い
て
、
男
女
の
唱
和
に
よ
っ
て
歌
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
民
間
信
仰
の
行
事
に
伎
わ



れ
た
も
の
が
、
時
代
が
下
る
に
つ
れ
、
信
仰
か
ら
だ
ん
だ
ん
遊
離
し
て
、
生
活
の
景
色
、
風
物
に
溶
け
込
み
、
や
が
て
純
粋
に
歌
の
素
材
と

し
て
定
者
す
る
こ
と
は
、
文
明
が
進
歩
し
て
い
く
過
程
で
は
避
け
難
い
宿
命
で
あ
る
。
さ
い
わ
い
、
高
葉
時
代
に
東
国
で
歌
わ
れ
た
数
々
の

歌
謡
に
は
ま
だ
濃
厚
な
信
仰
性
が
含
ま
れ
て
い
る
の
で
、
当
時
の
習
俗
の
一
斑
を
伺
う
こ
と
が
出
来
た
の
で
あ
る
（
6

）

0

京
歌
に
柳
の
語
を
合

む
歌
は
六
首
あ
る
（
7

）

0

全
部
が
恋
歌
で
あ
る
が
、
そ
の
背
後
に
は
当
時
の
人
々
に
と
っ
て
、
生
活
の
中
に
浸
み
こ
ん
で
い
る
民
間
信
仰
が
あ

り
、
歌
の
素
材
そ
の
も
の
が
生
活
に
深
い
関
わ
り
の
あ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。

東
歌
の
恋
歌
か
ら
、

日
本
で
は
高
葉
以
前
か
ら
田
植
の
予
祝
に
柳
を
使
っ
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
さ
て
、

そ
れ
で
は
一
体
中
国
の
予
祝

と
は
ど
う
い
う
関
係
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。
こ
こ
で
も
う
一
度
改
め
て
指
摘
し
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
柳
は
日
本
の
土
着
植
物

ホ
は
な
い
の
で
あ
る
。
古
い
時
代
に
大
陸
か
ら
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
る
。
ど
う
し
て
こ
の
よ
う
な
外
来
の
植
物
が
昔
の
大
和
民
族
の
農
耕

習
俗
に
入
り
こ
め
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
予
祝
の
習
慣
が
も
し
大
和
民
族
独
自
の
発
想
な
ら
ば
、

一
つ
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

そ
れ
は
柳
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が
持
つ
強
い
生
命
力
が
古
代
の
大
和
民
族
に
呪
的
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
、
元
来
行
わ
れ
て
い
た
予
祝
に
、
柳
を
神
樹
の
一
つ
と
し
て
加
え
さ

せ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
言
う
こ
と
で
あ
る
。

し
か
し
、
同
じ
く
モ
ン
ス
ー
ン
地
帯
に
住
む
漢
民
族
と
大
和
民
族
、
季
節
感
覚
は
同
じ
よ
う

に
敏
感
で
あ
っ
た
は
ず
な
の
で
あ
る
。
東
亜
の
諸
民
族
が
季
節
感
を
共
通
に
す
る
と
一
一
一
一
ロ
う
こ
と
か
ら
、
年
中
行
事
は
互
い
に
著
し
い
親
紋
性

を
持
っ
て
い
る
こ
と
は
つ
と
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
東
亜
諸
民
族
を
細
か
く
研
究
す
る
と
、
互
い
に
非
常
に
異
な
る
所
も
又
、

多
く
出
て
く
る
こ
と
言
う
主
で
も
な
い
。
た
だ
、
親
縁
性
の
面
か
ら
考
え
る
と
、
同
じ
稲
作
民
族
で
あ
る
の
で
、
予
祝
は
両
民
族
と
も
に
あ

っ
た
の
で
は
な
い
か
と
想
像
す
る
に
難
く
は
な
か
ろ
う
。
そ
し
て
、
予
祝
と
ニ
一
一
口
う
背
慣
が
大
和
民
族
独
自
の
も
の
で
な
い
な
ら
ば
、
柳
を
も

っ
て
来
た
人
々
自
身
が
柳
を
神
樹
と
す
る
予
祝
を
し
て
い
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

そ
し
て
、
こ
れ
が
日
本
に
伝
わ
っ
て
後
、

い
ち
早
く
柳

を
神
樹
と
す
る
予
祝
に
定
着
し
て
い
っ
た
と
想
像
す
る
こ
と
も
許
さ
れ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
日
本
の
場
合
に
は
、
歌
謡
和
歌
な
ど
に
頼



っ
て
考
え
を
進
め
れ
ば
予
祝
の
作
法
を
確
認
す
る
こ
と
が
出
来
る
が
、
中
国
、

と
り
わ
け
漢
民
族
の
場
合
に
は
困
難
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、

一
部
少
数
民
族
の
民
間
伝
承
に
求
め
る
こ
と
は
出
来
る
が
、

そ
れ
は
次
の
「
依
り
木
」
の
節
に
と
り
あ
げ
る
こ
と
に
し
よ
う
。

コ
奔
民
要
術
』
「
水
稲
し
の
篇
に
「
雑
陰
陽
書
目
、
稲
生
ニ
於
柳
或
楊
こ
と
あ
る
。
明
末
戴
義
の
輯
す
る
『
養
飴
月
令
』
に
や
や
詳
し
く
引

用
し
て
い
る
の
を
見
る
と

玉
木
者
五
穀
之
先
也
。
欲
v
知
一
一
五
穀
一
先
視
ニ
玉
木
一
揮
ニ
其
木
盛
者
一
多
種
v
之、

生
－
一
於
桃
一
稲
生
－
一
於
柳
或
楊
：
：
：
。

高、
不、

失、

禾
生
一
一
於
薬

大
寮
生
ニ
於
杏

奏

と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
中
に
は
農
耕
民
族
が
長
い
年
月
を
か
け
て
得
た
貴
重
な
経
験
が
読
み
と
れ
る
の
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
何
故
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「
稲
は
柳
或
楊
に
お
い
て
生
ず
し
に
な
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
な
い
。

も
と
も
と
稲
作
の
開
始
さ
れ
る
時
期
が
一
年
の
始
ま
り
で
は
な
か
っ
た
の
か
と
推
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
太
陰
暦
で
号
守
っ
と
、

ち
ょ
ャ
つ

ど
清
明
節
前
後
が
↑
年
の
始
ま
り
に
な
る
。

清
明
節
が
年
の
始
ま
り
と
す
る
と
、

稲
作
の
開
始
に
先
だ
っ
て
、

祖
霊
の
加
護
を
求
め
る

」

r

’、↓
ノ

一
年
の
豊
収
の
予
祝
祭
も
行
わ
れ
た
に
違
い
な
い
。
第
一
節
に
引
用
し
た
「
清
明
挿
柳
」
の
風
習
、

あ
る
い
は
先
祖
祭
に
あ
た
っ
て
、

柳
は
先
祖
の
来
帰
の
依
り
木
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、

一
年
の
豊
作
の
占
い
と
し
て
も
使
わ
れ
た
と
一
一
一
一
口
う
推
測
も
成
り
立
つ

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
同
じ
く
第
一
節
に
示
し
た
「
清
明
喜
晴
」
の
俗
諺
が
か
す
か
な
痕
跡
を
示
し
て
い
る
と
見
え
て
な
ら
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
予
祝
の
も
う
一
つ
の
形
と
し
て
、

日
本
で
は
国
ぼ
め
、

寿
歌
の
類
が
あ
る
。

す
で
に
述
べ
た
弘
計
王
の
歌
が
そ
う
で
あ
る

が
、
『
世
間
葉
集
』
に
も
こ
の
よ
う
な
歌
が
あ
る
。



青
柳
の
上
つ
枝
磐
ぢ
執
り
緩
く
は
君
が
屋
戸
に
し
千
年
寿
ぐ
と
ぞ

（
前
出
）

こ
の
ほ
か
、
土
橋
寛
氏
が
弘
計
王
の
歌
の
引
用
で
あ
る
と
指
摘
し
た
歌
が
あ
る
（
8
）0

そ
れ
は
『
栄
華
物
語
』
（
巻
十
二
、

玉
の
村
菊
）
、

長
和
五
年
二
月
、
後
一
条
天
皇
即
位
の
条
に
道
長
の
栄
華
を
讃
え
る
一
節
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う
で
あ
る
。

大
殿
は
世
は
変
ら
せ
給
へ
ど
も
、
我
が
身
は
い
と
ど
栄
え
ま
さ
ら
せ
給
ふ
や
う
に
て
、
「
川
副
柳
風
吹
け
ば
、
動
く
と
す
れ
ど
根
は
静

か
な
り
」
と
い
ふ
歌
の
や
う
に
動
き
な
く
お
は
し
ま
す
も
、
え
も
言
は
ず
め
で
た
き
御
有
様
な
り
し
云
云

い
ず
れ
も
祝
詞
と
言
う
ふ
し
が
強
く
見
ら
れ
る
。
さ
ら
に
、
寸
我
門
L

と
題
す
る
風
俗
歌
が
次
の
よ
う
に
あ
る
。

我
が
門
の
や

垂
ら
ふ
柳

重
る
小
柳

な
よ
や

垂
る
小
柳

垂
る
か
い
て
は

さ
は
れ

ル
ケ
つ
ノ
ル
ど
っ

重
る
か
い
て
は
や

重
る
小
柳

国
ぞ
宮
み
せ
む

郡
ぞ
栄
え
む

里
ぞ
富
み
せ
む

我
家
ぞ
富
み
せ
む
や

（
古
代
歌
謡
集
、
風
俗
歌
）

柳
が
見
事
に
し
だ
れ
る
と
縁
起
が
好
い
と
一
一
一
一
口
う
民
間
信
仰
は
や
は
り
柳
の
呪
術
性
に
由
来
し
て
い
る
と
見
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

そ
う
で
な

い
な
ら
ば
、
柳
の
枝
ぶ
り
に
よ
っ
て
、
国
の
宮
か
ら
家
の
富
ま
で
ど
う
し
て
歌
い
得
た
の
だ
ろ
う
か
。

こ
の
よ
う
な
歌
は
、

中
国
の
郊
把
歌
に
は
、

っ

、

、

？

」

前

中

J

一
し
し

I
’帯

ほ
か
に
『
梁
塵
秘
抄
』
（
9
）
な
ど
の
今
様
歌
謡
の
中
に
す
こ
し
見
ら
れ
る
が
、

を
見
出
す
こ
と
が
出
来
な
か
っ
た
。
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三
、
依

り

木

柳
は
神
が
降
り
や
す
い
形
態
を
持
っ
て
い
る
と
前
述
し
た
。
で
は
、
ど
の
よ
う
な
形
で
柳
は
依
り
木
と
し
て
使
わ
れ
た
の
か
。

そ
れ
は
古

代
か
ら
引
き
継
が
れ
た
習
俗
に
そ
の
姿
を
求
め
る
こ
と
が
出
来
る
と
思
う
。
稲
作
民
族
に
と
っ
て
、
最
も
大
切
な
行
事
は
日
と
ん
ど
稲
の
収

穫
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
そ
こ
で
、
先
ず
雨
乞
い
の
行
事
を
取
り
あ
げ
て
目
を
通
し
て
み
よ
う
。

中
国
で
は
雨
乞
い
を
「
祈
雨
」
と
か
「
求
雨
」
と
か
言
っ
て
い
る
。

『
中
国
の
民
族
学
』
（
直
江
広
治
著
、
岩
崎
美
術
社
、

一
九
六
八
）
で

は
「
祈
雨
」
に
つ
い
て
、
実
例
を
あ
げ
な
が
ら
、

四
つ
の
型
に
分
け
て
い
る
（
山
頁

t
m頁
）
。
大
略
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

（

1
）
 

晒
龍
王
、
龍
王
の
像
を
烈
日
の
下
に
持
ち
出
し
、

は
柳
の
枝
で
編
ん
だ
帽
子
を
い
た
だ
い
て
龍
王
廟
に
集
ま
る
。

天
日
に
晒
す
こ
と
に
よ
っ
て
雨
を
乞
う
方
法
で
あ
る
。

露
天
に
神
卓
を
設
け
、

大
早
に
遭
う
と
、
村
人

そ
の
上
に
柳
の
枝
で
組
ん
だ
神
寵
を
置
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く
。
そ
れ
か
ら
色
々
な
行
事
を
行
う
。
芝
居
を
や
っ
た
り
、
懇
求
、
賄
賂
、
強
迫
な
ど
種
々
の
手
段
を
使
う
。

（

2
）
 

盗
龍
王
、
隣
村
か
ら
龍
王
の
像
を
盗
み
出
し
、
た
く
さ
ん
集
め
て
か
ら
そ
れ
ら
を
担
い
で
、
祈
雨
行
列
を
作
り
、
神
池
と
さ
れ
る

所
ま
で
行
く
。
龍
王
像
は
ど
こ
か
ら
盗
ん
で
も
良
い
し
、

ま
た
多
い
ほ
ど
良
い
と
さ
れ
て
い
る
。

（

3
）
 

巡
廻
、

龍
王
の
像
を
穏
に
入
れ
て
担
い
で
附
近
の
村
落
を
廻
る
。

各
村
々
の
家
の
門
前
に
は
水
警
が
用
意
し
て
あ
っ
て
、
Jタ己、

れ、
lこ、

柳
の
枝
を
挿
し
、

護
に
黄
紙
を
貼
り
、

「
九
江
八
河
五
湖
四
海
龍
王
之
位
」
と
書
い
て
お
く
。

行
列
に
加
わ
る
者
は
男
子
ば
か
り

で
、
い
ず
れ
も
光
脚
で
、
頭
に
は
「
柳
条
帽
子
L

を
か
ぶ
る
。

途
中
で
井
戸
を
見
れ
ば
ひ
ざ
ま
ず
い
て
拝
み
、

「
下
雨
肥
し
と
喚

ぶ
。
附
近
の
村
落
を
廻

p
、
自
村
に
帰
っ
て
龍
王
廟
に
集
ま
っ
て
夜
祈
祷
を
す
る
。

（

4
）
 

取
水
、
村
か
ら
か
な
り
離
れ
た
神
聖
な
池
か
泉
に
行
っ
て
、

そ
の
水
を
持
ち
帰
っ
て
来
る
こ
と
で
あ
る
。



地
方
に
よ
っ
て
、
色
々
と
細
か
な
き
ま
り
は
違
う
が
、
大
ま
か
に
は
以
上
の
方
法
が
あ
る
と
前
記
の
書
物
に
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
、

柳
が
広
く
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
。

（1
）（
3
）
に
あ
げ
た
方
法
以
外
に
、

（4
）
の
取
水
の
場
合
に
も
、
行
列
に
参
加
す
る
人
は

柳
条
帽
子
を
か
ぶ
る
こ
と
が
い
く
つ
か
記
録
さ
れ
て
い
る
。

柳
は
こ
こ
で
、

一
体
ど
の
よ
う
な
働
き
を
し
て
い
る
の
か
。

同
じ
く
「
祈
雨
」

の
中
で
直
江
氏
は
こ
の
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

祈
雨
儀
礼
に
広
く
用
い
ら
れ
る
柳
木
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
柳
が
陰
木
た
る
に
由
来
す
る
類
感
呪
術
の
一
っ
と
す
る
見
方
も
あ
る
が
、

そ
れ
は
後
世
の
考
え
方
で
あ
り
、

お
そ
ら
く
古
く
は
雨
神
の
依
り
代
と
し
て
の
意
味
を
持
っ
て
い
た
も
の
と
思
う
。
〈
下
略
〉

実
に
首
肯
さ
れ
る
見
解
で
あ
る
。

人
聞
が
柳
の
拠
水
性
を
発
見
し
、

ど
う
し
て
も
時
代
が
下

類
感
呪
術
に
敷
街
す
る
よ
う
に
な
る
の
は
、

り
、
生
活
の
知
恵
が
生
ま
れ
て
来
て
か
ら
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
や
は
り
、
第
一
義
的
に
は
、
神
の
依
る
所
の
目
じ
る
し
と
し
て
柳
は
使
わ

れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

と
こ
ろ
が
、

日
本
の
雨
乞
い
に
は
柳
は
出
て
来
な
い
。

日
本
の
場
合
、
民
俗
採
集
は
中
国
よ
り
は
や
く
か
ら
な
さ
れ
た
の
で
、
内
容
、
パ

タ
ー
ン
も
中
国
よ
り
多
岐
に
わ
た
り
、
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
中
に
は
中
国
と
非
常
に
類
似
す
る
所
も
あ
っ
た
が
、
柳
を
使
っ
た
と
言
う

オ
ギ
シ
ロ

ほ
と
ん
ど
の
行
事
に
招
代
、

報
告
は
見
当
ら
な
い
。

日
本
で
は
雨
乞
い
の
み
な
ら
ず
、

つ
ま
り
神
招
き
の
道
具
を
必
要
と
す
る
。
こ
れ
ら
招

代
に
は
実
に
多
種
多
様
な
も
の
が
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
折
口
信
夫
が
「
者
龍
の
話
L

（
大
正
四
、

五
年
（
『
全
集
』
、
巻
二
所
収
）
）
に
言
っ

た
よ
う
に
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T
N

来
空
漠
散
漫
た
る
一
面
を
有
す
る
神
霊
を
、

一
所
に
集
注
せ
し
め
る
の
で
あ
る
か
ら
、
適
当
な
招
代
が
無
く
て
は
、
神
々
の
溜
り
給

は
ぬ
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。

と
述
べ
て
い
る
。

そ
の
よ
う
な
わ
け
で
、
人
間
は
小
高
い
山
、
樹
木
、
神
殿
の
鏡
、

し
ま
い
に
は
位
牌
ま
で
、
自
分
の
都
合
で
適
当
に
招
代
と
し
た
が
、

三乙、．

の
根
底
に
依
代
の
思
想
が
あ
る
。
柳
は
雨
乞
い
に
こ
そ
使
わ
れ
て
い
な
い
が
、
神
の
依
代
と
し
て
大
切
な
存
在
で
あ
る
こ
と
は
否
定
出
来
な

い
の
で
は
な
い
か
。
潔
斎
の
神
招
き
の
樹
な
る
柳
の
例
が
あ
る
。
こ
れ
は
、
南
方
熊
楠
の
日
本
の
お
正
月
の
詞
始
に
つ
い
て
の
記
述
（
可
南
方

熊
楠
全
集
』
巻
二
、
「
柳
の
祝
言
し
）
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

〈
上
略
〉
又
洛
中
洛
外
共
に
貴
賎
人
々
元
日
一
の
詞
始
め
に
夫
婦
共
に
清
服
を
着
し
、
妻
女
先
づ
「
柳
の
下
の
御
事
は
」
と
云
ふ
時
、
亭
主

司
ノ
血

「
さ
れ
ば
其
事
目
出
度
候
ふ
L

と
言
終
り
て
、
屠
蘇
を
飲
み
、
雑
煮
を
祝
ひ
ぬ
れ
ば
、
共
年
災
を
遁
る
言
習
は
さ
れ
る
。
〈
下
略
〉

ま
た
神
木
と
し
て
も
記
録
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
諏
訪
上
社
の
七
神
木
i
桜
、
檀
、

ひ
く
さ
、
象
、
之
I

、
卯
、
中
投
八
ム
こ
ま
、
卯
が
入

岬

（

」

f

l
一

i
f
み，

T
伝山

E
f－
－

Jλ

－ノ

っ
て
い
る
。

日
本
の
田
の
神
の
祭
り
で
、
神
の
座
の
標
示
と
さ
れ
る
も
の
は
様
々
あ
る
が
、
柳
田
国
男
は
、
「
田
の
ま
ん
中
に
植
物
を
立
て
て

て
、
そ
れ
へ
御
田
の
神
を
招
き
迎
え
よ
う
と
す
る
例
は
少
な
い
な
が
ら
、

全
国
に
分
布
し
て
い
る
」
と
言
い
、

「
田
の
ほ
と
り
に
あ
る
柳
や

桜
、
あ
る
い
は
松
の
木
な
ど
の
立
ち
木
も
ま
た
、
田
の
神
の
御
座
で
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
し
と
言
っ
て
い
る
白
）

O

さ
ら
に
、
「
柳
田
、
桜

回
、
松
田
な
ど
と
言
う
苗
字
は
田
の
持
ち
主
が
自
分
の
回
の
神
を
相
る
依
り
木
と
し
て
の
立
ち
木
を
取
り
入
れ
て
作
っ
た
も
の
だ
L

と
ま
で



一
口
っ
て
い
る
。

他
方
、
田
の
神
の
祭
り
の
話
に
つ
い
て
、
中
国
に
も
非
常
に
類
似
す
る
も
の
が
あ
る
と
伊
藤
清
司
氏
は
指
摘
し
て
い
る
。

『
中
国
民
話
の

旅
か
ら
l
雲
貴
高
原
の
稲
作
伝
承
』
（
日
本
放
送
出
版
協
会
、
一
九
八
五
年
）
、
多
く
の
民
間
伝
承
を
あ
げ
、
稲
作
の
予
祝
儀
礼
1

開
秩
門
（
日
）

を
説
明
し
た
。
儀
礼
に
伎
う
立
木
の
多
く
は
、
竹
、
白
刺
、
白
青
杜
、

五
倍
子
な
ど
で
あ
る
が
、

む
ろ
ん
、
こ
れ
は
神
霊
の
標
識
で
あ
り
、

正
し
く
依
り
代
な
の
で
あ
る
。
中
国
で
、
田
聞
に
立
つ
自
然
の
立
木
が
開
秋
門
の
際
の
神
の
標
識
と
さ
れ
る
実
例
は
知
ら
な
い
が
、
も
し
、

依
り
代
と
な
る
も
の
が
特
定
の
も
の
で
な
い
と
す
る
な
ら
ば
、
或
い
は
民
話
「
妹
回
（
口
）
L

に
出
て
来
る
柳
樹
も
、
本
来
は
依
り
代
の
一
種
で

は
な
か
っ
た
か
と
伊
藤
氏
は
論
じ
て
い
る
。

ゆ

日

さ

折
口
一
一
恒
夫
は
柳
は
粛
ノ
木
で
あ
っ
て
、
「
ゅ
の
ぎ
」
が
「
ゃ
な
ぎ
」
に
な
っ
た
と
言
っ
て
い
る
c

あ
お
守
二

だ
か
ら
古
今
集
な
ど
に
出
て
い
る
青
柳

-129-

と
い
う
読
み
方
は
不
自
然
で
あ
る
と
も
一
一
一
一
日
う
。
（
可
全
集
』
巻
三
、
「
花
の
話
」
、
昭
和
三
年
）
そ
の
真
偽
の
程
は
不
明
と
い
う
ほ
か
な
い
が
、

こ
の
よ
う
に
「
斎
の
木
L

が
語
源
だ
と
二
一
一
口
う
説
が
生
ま
れ
る
こ
と
自
体
、
柳
が
持
つ
神
秘
的
な
呪
的
性
格
を
説
明
す
る
の
に
最
も
相
応
し
い

こ
と
を
示
し
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

実
は
、
田
の
神
の
祭
り
に
登
場
す
る
依
代
と
、
予
祝
に
出
て
く
る
占
い
の
道
具
と
の
間
に
あ
る
境
界
線
は
非
常
に
浮
沌
と
し
た
も
の
が
あ

る
。
柳
を
占
い
の
道
具
と
し
て
使
う
知
恵
が
生
ま
れ
る
ま
で
、
や
は
り
依
代
と
し
て
柳
を
見
て
い
た
で
あ
ろ
う
。

後

~l己

「
松
柳
児
活
、
拍
一
一
陀
螺
一
、
松
柳
児
育
、
放
一
一
空
鐘
一
楊
柳
児
死
、
則
的
一
一
世
子
一
彬
柳
発
ニ
芽
児
一
打
－
一
状
児
ご
と
い
う
一
一
一
同
諺
（
明
、

劉
伺
著

コ
官
京
長
物
略
』
）
が
あ
る
の
陀
螺
、
空
鐘
、
也
子
、
枚
な
ど
は
全
部
子
供
の
遊
び
道
具
で
あ
る
が
、

一
応
活
、
青
、
死
、
児
な
ど
の
字
と
韻
を



踏
ん
で
い
る
。
し
か
し
、
韻
を
踏
む
だ
け
な
ら
、
別
に
楊
柳
で
な
く
て
も
い
い
の
で
は
な
い
か
。
劉
伺
に
よ
る
と
、
こ
れ
は
二
月
二
日
斡
砂

頭
、
つ
ま
り
蒸
品
児
（
引
龍
と
も
言
う
。
け
む
り
で
諸
々
の
虫
を
燥
り
出
す
こ
と
）
の
と
き
、
子
供
た
ち
が
遊
ぶ
打
抜
械
の
一
説
で
あ
る
。
楊
柳

は
何
ら
か
の
形
で
引
龍
と
二
一
一
口
う
行
事
と
関
わ
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
第
一
節
の
引
用
に
出
た
「
清
明
日
家
家
以
－
一
柳
篠
一
括
ニ
於
門
上
一

謂
之
明
眼
」
の
明
限
の
意
味
を
考
え
る
と
、
ど
う
も
一
種
の
招
代
で
は
な
い
か
と
思
え
て
な
ら
な
い
。

柳
は
こ
の
よ
う
に
、
民
間
行
事
に
つ
い
て
は
い
ま
だ
不
明
な
所
が
多
い
。
従
っ
て
、
柳
が
離
別
詩
の
大
切
な
素
材
に
な
る
ま
で
の
過
程
で
、

一
体
ど
れ
だ
け
信
仰
の
要
素
が
働
い
て
い
る
の
か
は
、
す
ぐ
に
判
明
出
来
る
も
の
で
は
な
い
。
離
別
と
言
う
セ
レ
モ
ニ
ー
と
民
間
信
仰
と
ど

う
関
わ
り
合
っ
た
の
か
は
一
つ
大
き
な
こ
れ
か
ら
の
課
題
と
言
え
よ
う
。

［注］

（

1
）
 

太
子
時
珍
日
、
「
楊
枝
硬
而
揚
起
、
故
謂
之
楊
。
柳
枝
弱
而
重
流
、
故
謂
之
柳
。
蓋
一
類
二
種
。
」
つ
ま
り
、
楊
と
柳
と
は
外
形
の
違
う
二
種
類
の
植

物
で
あ
る
。
だ
が
、
詩
歌
に
出
る
楊
も
楊
柳
も
す
べ
て
柳
の
類
を
さ
し
て
い
る
。
従
っ
て
、
本
文
に
出
る
楊
柳
は
柳
の
こ
と
を
言
っ
て
い
る
。

『
燕
京
歳
時
記
』
に
つ
い
て
小
野
勝
年
氏
の
訳
注
が
あ
る
。
平
凡
社
、
東
洋
文
庫
。

高
宗
は
中
宗
の
誤
で
あ
る
。

『
蓄
唐
主
同
』
中
宗
本
紀
「
景
龍
四
年
三
月
甲
寅
、
幸
臨
謂
亭
修
喫
飲
、
賜
草
官
柳
捲
以
昨
悪
。
L

j
凹
防
雑
組
』
、
忠
志

ω
「
三
月
三
日
、
賜
侍
臣

細
柳
凶
、
一
一
一
一
品
川
之
免
蓋
毒
。
」
可
札
撲
』
巻
九
〈
郷
里
宮
間
〉
柳
凶
日
、
清
明
抑
枝
於
円
、
又
編
柳
国
戴
小
児
頂
上
。
案
店
長
龍
文
館
記
上
巳
日
、

上
賜
侍
臣
柳
捲
各
一
、
云
帯
之
免
葺
毒
、
護
（
作
者
）
謂
郷
俗
亦
比
意
。

明
朝
劉
伺
の
守
帝
京
景
物
略
L

に
も
寸
三
月
清
明
日
、
男
女
掃
墓
、
但
提
昨
極
、
騎
馬
後
貯
椿
淀
、
楽
祭
満
道
地
。
拝
者
、
酪
者
、
央
者
、
為

墓
除
草
添
土
者
、
焚
椿
錠
、
次
以
紙
銭
置
墳
頭
、
望
中
無
紙
銭
則
孤
墳
失
。
央
罷
不
時
也
、
趨
某
樹
、
揮
困
園
、
列
坐
査
酔
、
有
歌
者
、
央
笑

無
端
、
哀
往
而
楽
同
也
。
是
日
替
柳
、
遊
高
梁
橋
、
日
踏
青
、
多
四
方
客
未
蹄
者
、
祭
掃
日
感
念
出
遊
。
L

と
あ
る
。

東
歌
に
よ
っ
て
、
も
う
一
つ
当
時
の
風
習
を
伺
う
こ
と
が
出
来
る
。
そ
れ
は
柳
の
下
の
女
の
姿
で
あ
る
。
十
日
く
か
ら
柳
の
蔭
に
水
を
汲
む
人
は

（

2
）
 

（

3
）
 

（

4
）
 

（

5
）
 

6 



婦
女
に
限
る
と
4

一
一
口
う
き
ま
り
が
日
本
に
あ
る
。
こ
れ
も
恋
歌
の
形
で
、
可
高
葉
集
』
に
見
る
こ
と
が
出
来
る
。

な
ら

青
柳
の
萌
う
ろ
川
門
に
汝
を
待
つ
と
清
水
は
汲
ま
ず
立
ち
薄
平
す
も
（
三
五
四
六
）

中
国
で
も
こ
の
よ
う
な
柳
の
下
の
女
性
が
詩
経
に
登
場
す
る
。
「
東
門
之
楊
、
其
葉
昨
昨
、
昏
以
為
期
、
明
星
位
埠
。
L

白
川
静
氏
は
、
東
門
は

歌
垣
の
場
所
で
あ
る
と
言
っ
て
い
る
。
歌
垣
の
場
所
に
お
け
る
柳
の
存
在
に
つ
い
て
は
、
ち
ょ
っ
と
興
味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
が
、
こ
の
予
祝

の
節
で
は
と
く
に
取
り
あ
げ
る
こ
と
を
省
い
た
。

正
確
は
五
首
で
あ
る
が
、
巻
十
五
に
出
て
い
る
三
六

O
三
番
歌
は
古
歌
と
称
し
て
歌
わ
れ
た
も
の
で
、
東
歌
的
要
素
が
濃
厚
で
あ
る
故
、
東
歌

と
し
て
数
え
た
。

土
橋
寛
日
本
書
記
歌
謡
補
注
八
三
、
岩
波
古
典
文
学
大
系
『
古
代
歌
謡
集
片
昭
和
三
二
年
。

『
梁
塵
秘
抄
』
、
古
柳

そ
よ
や
こ
柳
に
よ
な
下
り
藤
の
花
ゃ
な
さ
き
匂
ゑ
け
れ
ゑ
り
な
む
つ
れ
た
は
ぶ
れ
や
う
ち
磨
き
よ
な
青
柳
の
や
、
や
、
い

と
ぞ
め
で
た
き
ゃ
な
に
な
そ
よ
な

こ
れ
も
寿
歌
と
同
一
系
統
の
も
の
と
言
え
る
。

柳
田
同
男
全
集
巻
十
三

J
山
の
神
の
祭
り
方
、

「
わ
が
国
の
「
サ
ビ
ラ
キ
」
に
該
当
す
る
こ
の
間
植
え
は
じ
め
を
、
苗
族
で
は
「
開
秩
門
し
と
か
「
開
活
路
門
」
と
称
し
て
い
る
。
近
年
は
だ
い

ぶ
く
ず
れ
て
し
ま
っ
た
が
、
こ
の
開
秩
門
に
は
き
び
し
い
仕
来
り
が
あ
っ
て
、
市
の
採
取
の
手
順
、
そ
の
苗
を
最
初
に
植
え
問
と
そ
れ
を
植
え

人
と
が
予
め
定
ま
っ
て
い
た
ら
し
い
。
」
伊
藤
清
司
氏
の
可
中
国
民
話
の
旅
か
ら
L

七
四
頁
よ
り
つ

（
ロ
）
注
（
日
）
と
同
一
書
物
の
〈
雲
貴
高
原
に
伝
わ
る
「
妹
出
L

説
話
〉
八
一
二
l
l
八
五
頁
。

〔
付
記
〕
本
論
脱
稿
後
水
上
静
夫
氏
に
吋
花
は
紅
・
柳
は
緑
！
植
物
と
中
凶
文
化
一
L

と
二
一
一
日
う
ご
著
書
が
あ
る
こ
と
を
知
っ
た
。

で
引
用
し
た
資
料
と
重
な
る
箇
所
が
す
な
く
な
い
こ
と
を
お
断
り
し
て
お
き
た
い
。

（

7
 

（

8
）
 

（

9
）
 

（叩）
（日）
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そ
こ
に
は
当
然
本
論


