
本
居
宣
長

全
訳
注
〆戸--...

一
............... 

『
玉
勝
間
』

樋

口

凡
例

一
、
本
訳
注
は
、
本
居
官
一
長

釈
し
し
を
施
す
も
の
で
あ
る
。
今
回
の

の
各
条
に
つ
い
て
、
現
代
語
訳
と
注

は
こ
れ
ま
で
に
発
表
し
た

真
』
第
二
十
二
日
方
、
求
真
会
、
二

O
一
七
年
所
収
)
お
よ
び

『
王
勝
間
』
八
王
訳
、
江
(
二
)
門
戸
(
司
倫
理
学
』
第
三
三
号
、
筑
波
大
学
倫
思
学

研
究
会
、
二

O
一
七
年
所
収
)
に
続
く
も
の
で
あ
り
、
第
六
条
か
ら
第
九

条
ま
で
を
収
め
る
。

一
、
底
本
に
は
、
筑
摩
書
房
版
一
寸
本
居
宣
長
全
集
』
所
収
木
を
用
い
た
。

一
、
現
代
語
訳
に
あ
た
っ
て
は
、
平
易
で
あ
る
こ
と
を
第
一
と
し
、
必
ず
し
も

逐
括
的
な
訳
出
に
は
こ
だ
わ
ら
な
か
っ
た
c

た
と
え
ば
、
一
文
が
長
い
も

の
に
つ
い
て
は
二
つ
に
分
け
て
訳
出
す
る
な
ど
の
措
置
を
取
?
た
。

一
、
現
代
語
訳
や
注
釈
に
お
い
て
、
特
に
多
く
の
分
量
を
必
要
と
す
る
も
の
に

つ
い
て
は
、
別
に
補
注
を
設
け
て
そ
の
条
の
最
後
に
纏
め
た
。

一
、
各
条
の
現
代
語
訳
な
ら
び
に
注
釈
は
全
員
で
検
討
し
た
も
の
で
あ
る
が
、

達

郎

河

メ台、
口

樹
@

神

秀

賀

各
久
木
の
下
訳
の
担
当
者
を
主
筆
と
し
て
扱
う
と
と
も
に
、
そ
の
名
を
題
名

の
直
下
に
筆
責
と
し
て
示
し
た
c

に
関
し
て
は
、
単
に
「
全
集
」

1ζ

表
記
す
る
。
ま
た
、

引
用
に
際
し
て
は
「
巻
数
・
頁
数
」
の
形
で
当
該
箇
所
を
示
し
た
。

一
、
引
用
に
際
し
て
、
判
日
本
書
紀
』
や
『
万
葉
集
』
な
ど
特

L

一
え
の
慣
用
が
あ
る

場
合
に
は
そ
れ
に
従
っ
た
c

、
空
ぃ
一
勝
間
』
に
つ
い
て
の
先

η研
究
は
随
時
参
照
し
た
。
『
主
勝
間
』
の
抄

訳
や
注
釈
な
ど
に
は
た
と
え
ば
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

・
「
ナ
ヱ
勝
間
(
抄
)
」
(
古
川
幸
次
郎
編
『
日
本
の
思
想
木
居
宣
長
集
』
、

筑
摩
書
一
尻
、
一
九
六
九
年
。
所
収
)
。

・
前
嶋
成
『
〈
£
訳
玉
勝
間
詳
解
』
、
大
修
館
志
向
山
、
一
九
五
八
年

0

・
藤
井
伝
平
『
玉
勝
間
新
特
』
、
培
風
館
、
一
九
一
一
一
四
年
。

・
『
日
本
思
相
、
Z
人
系
木
居
宣
長
』

こ
れ
ら
の
先
行
研
究
か
ら
受
け
た
学
思
は
多
大
で
あ
る
が
、
毎
回
言
及
す

る
と
'
参
照
指
示
が
煩
墳
に
過
ぎ
る
も
の
に
な
っ
て
し
ま
う
た
め
、
省
略
し
た
。
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第
六
条

水
撃
の
随
〔
河
合
〕

〔
本
文
】

水
草
の
岡

水
玄
の
開
と
つ

y
き
た
る
水
草
は
、
み
な
岡
の
枕
詞
に
し
て
、
地
名
に
は
あ

ら
ず
、
然
る
を
昔
よ
り
、
枕
詞
な
る
こ
と
を
し
れ
る
人
な
く
し
て
、
或
は
筑

前
hu
、
或
は
近
江
川
u

の
地
名
と
心
得
来
つ
る
は
、
ひ
が
こ
と
也
、
水
ぐ
き
は
、

み
づ
/
(
¥
し
き
董
と
い
、
ふ
こ
と
に
て
、
草
木
の
芝
也
、
さ
て
く
き
と
い
へ
ば
、

即
木
の
事
に
も
、
草
の
こ
と
に
も
な
れ
り
、
木
紳
を
久
々
能
智

ωと
い
ふ
に

て
心
得
ベ
し
、
さ
て
岡
と
つ
x
く
る
は
、
稚
の
意
也
、
和
と
乎
と
通
ふ
例
、

わ
な
L

く
を
の
〉
/
¥
、
わ
か
づ
る
を
こ
づ
る
、
た
わ
や
め
た
を
や
め
な
ど
、

猶
多
き
中
に
、
仲
染
の
取
物
歌
h
H

に
、
天
に
ま
す
と
よ
問
姫
の
と
あ
る
を
と

り
て
、
源
氏
物
語
の
を
と
め
の
を
ら
の
歌
に
は
、
天
に
ま
す
と
よ
わ
か
姫
と

よ
め
る
、
こ
れ
主
し
く
岡
と
若
と
通
ふ
例
也
、
さ
れ
ば
み
づ
/
¥
し
き
木
の

稚
し
と
い
ふ
意
に
て
、
み
づ
ぐ
き
の
岡
と
は
つ
、
、
〉
く
る
な
り
、
又
市
内
業
六

ω

に
、
水
城
と
つ
ジ
け
た
る
は
、
や
が
て
み
づ

/
Lし
き
誌
の
み
づ
木
と
、
重

ね
た
る
な
り
、
七
り
に
水
草
の
耐
水
門
と
よ
め
る
は
、
筑
前
回
遠
賀
郡
川
切
に

て
、
風
土
記

ωに
塙
網
水
門
と
克
え
て
、
た
ジ
岡
と
い
ふ
地
名
也
、
此
歌
の

外
に
、
筑
前
に
水
ぐ
き
の
問
と
い
ふ
こ
と
、
古
書
に
見
え
た
る
こ
と
な
し
、

仲
哀
紀
加
に
洞
梅
と
い
ふ
あ
る
を
思
ひ
て
、
桐
を
、
水
ぐ
さ
と
一
か
と
思
ふ

も
、
ひ
が
こ
と
也
、
洞
海
は
、
を
か
の
み
な
と
〉
は
別
所
位
、
又
水
ぐ
き
の

問
、
近
江
に
有
と
い
ふ
も
、
よ
し
な
き
こ
と
位
、
十
川
に
、
水
ぐ
き
の
悶
と

の
み
に
て
、
水
門
と
い
は
ざ
る
歌
あ
る
は
、
前
後
み
な
大
和
の
地
名
を
よ
め

る
歌
の
中
な
れ
ば
、
筑
前
に
は
あ
ら
で
、
大
和
な
る
べ
し
、
高
市
郡
飛
鳥
の

岡

ωを
、
今
も
岡
と
い
ひ
、
岡
寺
と
い
ふ
も
あ
れ
ば
、
此
所
な
ら
む
か
、
十

一一

ωに
も
見
え
た
る
は
、
い
づ
く
に
も
あ
れ
岡
に
て
、
地
名
に
は
あ
ら
ざ
る

か
、
又
古
今
集
大
歌
所
の
歌
川
、
水
ぐ
き
ぶ
り
に
、
み
づ
ぐ
き
の
岡
の
屋
が

た
と
よ
め
る
は
、
岡
屋
将
一
日
に
て
、
和
名
抄
出
に
、
山
城
間
宇
治
部
問
屋

平
加
乃
也
と
あ
る
所
也
、
後
に
問
屋
関
白
川
と
申
し
〉
が
お
は
せ
し
も
、
此

地
名
也
、
燃
を
が
た
と
い
ふ
は
、
山
将
方
将
な
ど
の
如
し
、
然
る
に
こ
れ
を

も
、
水
ぐ
き
の
向
と
い
ふ
地
名
と
思
ひ
、
や
が
た
を
屋
形
と
心
得
た
る
は
、

み
な
ひ
が
こ
と
也
、
屋
形
と
い
ふ
物
は
、
船
な
ど
に
こ
そ
あ
れ
、
家
を
屋
形

と
い
ふ
こ
と
は
、
十
日
に
は
な
き
こ
と
な
る
を
や
、
さ
て
水
ぐ
き
、
ふ
り
と
い
ふ

は
、
集
府
川
に
て
い
ふ
稲
に
て
、
そ
の
歌
の
は
じ
め
の
詞
を
と
り
て
つ
け
た

る
物
に
て
、
地
名
に
限
れ
る
こ
と
に
は
あ
ら
ず
、
此
某
ぷ
り
と
い
ふ
名
の
事

は
、
古
事
記
博
に
、
ひ
な
ぶ
り
の
下
に
く
は
し
く
い
へ
り
川
、
さ
て
又
せ
う

そ
こ
書
を
み
づ
く
き
と
い
ふ
は
、
王
づ
さ
と
い
ふ
と
同
じ
く
て
、
こ
れ
も
み

づ
f
l
l
し
き
木
と
い
ふ
こ
と
品
、
そ
は
ま
づ
上
古
に
は
、
人
の
許
へ
伎
を
や

る
に
は
、
梓
木
に
主
を
つ
け
た
る
を
持
せ
て
、
使
の
し
る
し
と
せ
し
也
、
主
伴

の
使
と
つ
ね
に
い
ふ
は
此
事
也
、
そ
れ
よ
り
う
つ
り
て
、
せ
う
そ
こ
文
を
も
、

同
じ
く
玉
梓
と
い
ひ
、
文
か
の
王
つ
け
た
る
梓
を
さ
し
て
、
み
づ
/
{
¥
し
き

木
と
い
ふ
意
に
て
、
み
づ
ぐ
き
と
い
へ
る
よ
り
、
こ
れ
も
う
つ
り
て
、
書
を

も
然
い
へ
る
位
、
か
く
て
又
う
つ
り
で
は
、
か
な
ら
ず
し
も
人
の
許
へ
や
る

書
な
ら
で
も
、
手
跡
の
事
を
も
、
水
ぐ
き
と
い
ふ
こ
と
L

な
れ
る
な
り
、
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〔
現
代
語
訳
〕

「
水
笠
の
岡
」
と
し
て
に
統
く
瞭
の
「
水
草
」
と
い
う
言
葉
は
、

す
べ
て
「
問
」
に
か
か
る
枕
詞
で
あ
っ
て
、
地
名
で
は
な
い
。
そ
れ
な
の
に
、

苦
か
ら
枕
詞
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
い
た
人
が
い
な
く
て
、
あ
る
い
は
筑
前
、

あ
る
い
は
近
江
の
地
名
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
は
、
誤
り
で
あ
る
。

「
水
ぐ
き
」
と
い
う
の
は
、
「
み
ず
み
ず
し
い
玄
」
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、

草
木
の
翠
の
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
「
く
き
」
と
言
え
ば
、
(
そ
の
時
々
で
〕

「
木
」
の
こ
と
に
も
「
草
」
の
こ
と
に
も
な
る
。
木
の
神
を
「
ク
ク
ノ
チ
」

と
い
ふ
こ
と
か
ら
そ
の
よ
う
に
理
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。

さ
て
、
(
水
誌
の
〕
同
と
い
う
よ
う
に
続
け
る
の
は
、
「
稚
(
ワ
カ
(
い
)
〕
」

と
い
う
意
味
に
よ
っ
て
で
あ
る
。
「
ワ
」
の
音
と
「
ヲ
」
の
音
と
が
通
用
さ

れ
る
例
は
、
「
ワ
ナ
ナ
ク
ー
一
と
「
ヲ
ノ
ノ
ク
」
、
「
ワ
カ
ヅ
ル
」
と
「
ヲ
コ
ヅ

ル
ヘ
「
タ
ワ
ヤ
メ
一
と
「
タ
ヲ
ヤ
メ
」
な
ど
保
々
に
多
い
が
、
そ
の
中
で
も

神
楽
の
『
採
物
故
』
に
、
「
天
に
ま
す
と
よ
阿
姫
の
」
と
あ
る
の
を
引
用
し

て
、
『
源
氏
物
語
』
の
「
を
と
め
の
巻
一
の
歌
に
は
、
「
天
に
ま
す
と
よ
わ
か

姫
」
と
、
一
叫
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
「
阿
」
と
「
若
」
と
を
通
用
す
る

例
で
あ
る
。
ゆ
え
に
、
「
み
ず
み
ず
し
き
木
の
稚
し
」
と
い
う
意
味
で
、
「
み

づ
ぐ
き
の
問
」
と
い
う
よ
う
に
続
け
る
の
で
あ
る
。

ま
た
、
円
万
葉
集
』
の
巻
第
六
に
〔
水
輩
の
〕
「
水
城
」
と
続
け
て
い
る
の

は
、
す
な
わ
ち
「
み
ず
み
ず
し
き
藍
の
み
ず
木
」
と
重
ね
た
も
の
で
あ
る
。

『
万
葉
集
』
巻
第
七
に
「
水
草
の
闘
の
水
門
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
筑
前

国
の
遠
賀
郡
の
こ
と
で
あ
っ
て
、
『
風
土
記
』
に
「
鳴
析
の
水
門
」
と
い
う

一
一
一
一
口
英
が
見
え
る
よ
う
に
、
た
だ
「
阿
」
と
い
う
地
名
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の

歌
の
ほ
か
に
は
、
筑
前
に
「
水
草
の
間
」
と
い
っ
て
い
る
例
は
、
古
書
の
中

に
は
見
あ
た
ら
な
い
。

『
日
本
書
紀
』
の
仲
哀
天
皇
条
に
「
桐
の
海
」
と
い
う
一
一
一
一
口
業
が
あ
る
こ
と

を
踏
ま
え
て
、
「
洞
」
を
「
水
玄
」
と
同
じ
も
の
で
あ
る
と
す
る
考
え
も
あ

る
が
、
誤
り
で
あ
る
。
「
洞
の
海
」
は
「
山
間
の
水
門
」
と
は
別
の
所
で
あ
る
。

ま
た
、
「
水
草
の
岡
」
は
近
江
に
あ
る
と
い
う
の
も
、
根
拠
の
な
い
こ
と
で

あ
る
。
『
万
葉
集
』
巻
第
十
に
、
「
水
草
の
間
」
と
の
み
あ
っ
て
、
「
水
門
」

と
一
一
一
一
口
わ
な
い
歌
が
あ
る
が
、
そ
の
前
後
は
す
べ
て
大
和
の
地
名
を
詠
ん
で
い

る
歌
で
あ
っ
て
、
そ
の
中
に
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、
筑
前
で
は
な
く
大
和
の

こ
と
だ
ろ
う
。
高
市
郡
飛
鳥
の
岡
を
、
今
で
も
「
岡
」
と
い
い
、
「
同
寺
」

と
い
う
も
の
も
あ
る
の
で
、
こ
こ
の
こ
と
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
『
万
葉
集
』

巻
第
十
二
に
も
七
水
玄
の
岡
」
と
い
う
言
葉
が
〕
見
え
る
が
、
そ
れ
は
ど

こ
か
し
ら
の
岡
で
あ
っ
て
、
地
名
の
こ
と
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
。

ま
た
、
『
古
今
和
歌
集
』
の
「
大
歌
書
御
歌
」
の
「
水
蜜
ぶ
り
」
に
、
「
み

づ
ぐ
き
の
岡
の
屋
が
た
」
と
詠
ん
で
い
る
の
は
、
一
向
の
屋
府
」
の
こ
と
で

あ
っ
て
、
「
初
名
抄
』
に
「
山
城
の
国
宇
治
の
郡
問
屋
は
オ
カ
ノ
ヤ
」
と
あ

る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
後
に
「
間
の
患
の
関
白
」
と
い
う
方
が
い
ら
っ
し
ゃ
っ

た
の
も
、
こ
の
地
名
に
由
来
す
る
こ
と
で
あ
る
。
「
将
」
を
「
が
た
」
と
い

う
の
は
、
「
山
将
」
「
方
将
」
な
ど
と
同
じ
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
に
つ
い
て
も
、
「
水
撃
の
同
」
と
い
う
地
名
で
あ
る
と
思
っ
て
、
「
や
が
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た
」
を
「
屋
形
」
で
あ
る
と
考
え
る
の
は
、
す
べ
て
誤
り
で
あ
る
。
「
屋
形
」

と
い
う
も
の
は
、
船
な
ど
に
こ
そ
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
家
を
「
屋
形
」
と

い
う
こ
と
は
古
え
に
は
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

さ
て
、
〔
『
古
今
和
歌
集
』
の
部
立
に
〕
「
水
ぐ
き
ぶ
り
」
と
言
っ
て
い
る

の
は
、
楽
府
に
お
い
て
用
い
ら
れ
る
名
称
で
あ
り
、
そ
の
歌
の
は
じ
め
の
詞

か
ら
と
っ

て
つ
け
た
も
の
で
あ
っ
て
、

地
名
に
限
ら
れ
た
こ
と
で
は
な
い
。

こ
の
「
(
〉
ぶ
り
」
と
い
う
名
称
の
こ
と
に
つ
い
て
は
、
司
古
事
記
停
』
に
お

い
て
「
ひ
な
ぶ
り
」
の
箇
所
に
詳
し
く
述
べ
た
。

と
こ
ろ
で
、

「せ
う
そ
こ
書
〔
手
紙
〕
」
を
「
み
づ
ぐ
き
」
と
い
う
の
は
、

「
玉
づ
さ
」
と
い
う
の
と
同
じ
よ
う
な
こ
と
で
あ
っ
て
、

こ
れ
も
「
み
ず
み

ず
し
き
木
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
〔
手
紙
の
こ
と
を

「
玉
梓
」
と
い

う
理
由
〕
は
、
ま
ず
上
古
に
は
人
の
所
八
使
い
を
や
る
と
き
に
は
、
梓
の
木

に
玉
を
つ
け
た
も
の
を
持
た
せ
て
、
使
い
で
あ
る
し
る
し
と
し
て
い
た
。
「
玉

梓
の
使
い
」
と
い
う
言
い
方
が
あ
る
の
は
、
こ
の
た
め
で
あ
る
。
そ
れ
が
転

用
さ
れ
て
「
せ
う
そ
こ
す
〈
」
の
こ
と
も
同
じ
く
「
玉
梓
」
と
い
う
よ
う
に
な

り
、
ま
た
そ
の
玉
を
つ
け
た
枠
を
指
し
て
、
そ
れ
が

「
み
ず
み
ず
し
き
木
」

で
あ
る
と
い
う
意
味
で

「水
茎
」
と
言
っ
た
。
そ
の
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
転

用
さ
れ
て
書
の
こ
と
も
そ
の
よ
う
に
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
よ
う
に
し
て
、

さ
ら
に
転
用
さ
れ
て
、
必
ず
し
も
人
の
所
に
送
る
も
の
で
な
く
て
も
、
手
跡

〔
文
字
の
骨
一
一
聞
き
ぶ
り
〕
の
こ
と
も
、
「
水
ぐ
き
」
と
い
う
こ
と
に
な
っ
た
の

で
あ
る
。

〔
注
釈
】

ω
筑
前
は
現
在
の
福
岡
県
西
部
の
旧
国
名
。
契
沖
の
『
万
葉
代
匠
記
』
や

賀
茂
真
淵
の
『
万
葉
考
』
な
ど
が
こ
の
説
を
と
る
。

ω
近
江
は
現
在
の
滋
賀
県
の
旧
国
名
。
北
村
季
吟
の
『
八
代
集
抄
』
な
ど

が
こ
の
説
を
と
る
。

ω
久
々
能
智
は
、
『
古
事
記
』
で
は
イ
ザ
ナ
ギ
と
イ
ザ
ナ
ミ
の
材
産
み
の

段
に
「
生
木
村
」
と
し
て
登
場
す
る
。
室
長
は
「
久
々
」

を
「
茎
」

で

あ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。
司
古
事
記
伝
』
(
九

・
二
一
二
参
照
。

ω
取
物
歌
は
、「
採
物
歌
」
と
も
書
く
。
神
楽
で
舞
う
際
に
手
に
持
つ
も

の
を
「
採
物
」
と
い
い
、
そ
れ
に
つ
い
て
歌
う
も
の
が

「採
物
歌
」
で

あ
る
。
『
拾
遺
和
歌
集
』
に

「幣
は
我
が
に
は
あ
ら
ず
天
に
坐
す
豊
岡

姫
の
宮
の
幣
宮
の
幣
(
巻
十
・
五
七
九
ご
と
あ
る
。

ω
『
源
氏
物
語
』
の
を
と
め
の
巻
の
歌
は
、
多
く
の
写
本
や
版
本
で
は
「
採

物
歌
」
と
問
じ
く
「
と
よ
を
か
姫
」
と
あ
る
。
宣
一
長
が
『
源
氏
物
語
』

の
校
訂
作
業
の
底
木
と
し
て
使
用
し
た
北
村
季
吟
の
『
湖
月
抄
』
で
は
、

注
に
九
条
植
通
の
『
一
草
津
抄
』
が
引
か
れ
て
お
り
、

「と
よ
わ
か
姫
」

と
す
る
異
文
が
あ
る
こ
と
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

「と
よ
わ
か
姫
」
と

す
る
場
合
、

歌
は

「
一
天
に
ま
す
し
乙
よ
わ
か
ひ
め
の
宮
人
も
わ
が
心
ざ
す

し
め
を
忘
る
な
」
と
な
る
。
ま
た
、
室
長
の
『
源
氏
物
語
』
の
校
訂
作

業
に
つ
い
て
は
杉
田
昌
彦

『
木
居
官
一
長
の
源
氏
学
』
(
新
一
山
内
社
、
二

O

一
一
)
に
詳
し
い
。

『
万
葉
集
』
巻
第
六
の
九
六
八
番
歌
に
、

(6) 
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や
水
茎
の
水
城
の
上
に
一
眠
拭
は
む
」
と
い
う
も
の
が
あ
る
。

ゆ

『
万
葉
集
』
巻
第
七
の
一
二
三
一
番
歌
に
、

「
天
霧
ら
ひ
ひ
か
た
吹
く

と
あ
る
。

ら
し
水
茎
の
問
の
港
に
波
立
ち
わ
た
る
」

ω
遠
賀
郡
は
筑
前
回
の
一
一
地
域
で
あ
り
、
こ
こ
で
の

の
遠
賀
川
の
河
口
付
近
に
あ
た
る
。

ω
『
風
土
記
』
は
奈
良
時
代
に
元
明
天
皇
の
認
に
よ
っ
て
、
各
地
の
保
子

を
ま
と
め
さ
せ
た
官
撲
の
地
誌
で
あ
る
。
『
出
雲
国
風
土
記
』
『
播
磨
副

風
土
記
』
は
現
在
ま
で
大
部
分
が
残
さ
れ
て

い
る
が
、
『
肥
前
国
風
土

記
』
『
常
陸
国
風
土
記
』
『
豊
後
国
風
土
記
』
は
欠
損
が
多
く
、
そ
れ
以

外
は
散
逸
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
後
此
の
書
物
に
引
用
さ
れ
た
も
の
が

逸
文
と
し
て
残
っ
て
い
る
場
合
も
あ
る
。
こ
こ
で
の
宣
長
の
言
及
は
、

仙
党
の
円
万
葉
集
注
釈
』
に

「風
土
記
に
云
は
く
、
鳴
納
の
県
。
県
の

東
の
側
近
、
大
江
口
有
り
、
名
づ
け
て
場
前
水
門
と
臼
う。」

と
あ
る

の
に
基
づ
い
て
い

る
〔
仙
覚
『
万
葉
集
注
釈
』
(
『
万
葉
集
古
注
釈
大
成

万
葉
集
仙
覚
抄

万
葉
集
名
物
考

他
二一編』、

日
本
図
書
セ
ン
タ
ー、

一
九
七
八
年
所
収
)
、

一
一
四
頁。〕。

、BF''ω
『
日
本
書
紀
』
の
仲
哀
紀
八
年
春
正
月
条
に
、「
桐
海
」
と
い
う
一
一
一
一
口
梨

が
あ
り
、
「
洞
」
を
「
く
き
」
と
読
む
よ
う
に
音
注
が
付
け
ら
れ
て
い

ず

Q

。

「
同
水
門
」
は
現
在

ω
『
万
葉
集
』
巻
第
十
に
は
、
一
一
一
九
三
番
歌
「
秋
風
の
日
に
異
に
吹
け

ば
水
茎
の
問
の
木
の
葉
も
色
づ
き
に
け
り
」
お
よ
び
二
二

O
八
番
歌

「
雁
が
ね
の
集
く
鳴
き
し
ゅ
水
茎
の
問
の
葛
葉
は
色
づ
き
に
け
り
」
の

二
首
が
あ
り
、
と
も
に
「
水
門
」
に
続
か
な
い
用
例
で
あ
る
。

ω
現
在
で
も
奈
良
県
高
市
郡
明
日
香
村
に
「
岡
」
と
い
う
地
名
が
残
っ
て

い
る
。

ω
『
万
葉
集
』
巻
第
十
二
の
三

O
六
八
番
歌
に
、

吹
き
か
へ
し
国
知
る
子
ら
が
い
見
え
ぬ
こ
ろ
か
も
」

出
『
古
今
和
歌
集
』
巻
第
一
一
十
の
一

O
七
二
番
歌
に
、
「
み
づ
ぐ
き
ぶ
り
」

と
し
て
「
水
ぐ
き
の
岡
の
や
か
た
に
妹
と
我
と
ね
て
の
朝
け
の
霜
は
ひ

り
は
も
」
と
い
う
歌
が
あ
る
。

出
『
古
今
和
歌
集
』
に
出
る
「
岡
の
屋
が
た
」
を
、
室
長
は
「
問
屋
川
何
」

と
解
す
る
。
「
懸
」
は
田
舎
や
地
方
を
い
う
訪
問
で
あ
る
か
ら
、
「
岡
屋
将
」

は
問
屋
地
方
と
い
う
ほ
ど
の
意
に
な
る
か
。
「
問
屋
(
お
か
の
や
)
」
は
、

直
後
の
木
文
に
あ
る
よ
う
に
山
城
国
宇
治
郡
の
古
地
名
で
あ
り
、
現
在

の
宇
治
市
五
ケ
庄
問
屋
周
辺
に
あ
た
る
。

ω
『
和
名
抄
』

は
『
和
名
類
来
抄
』
の
略
称
。
源
順
が
編
纂
し
た
辞
書
で

あ
り
、
漢
語
に
対
応
す
る
日
本
語
の
読
み
を
万
葉
仮
名
で
示
し
た
も
の
o

U
同
展
開
自
は
近
衛
兼
経
(
一
二

一
0
1
一
二
五
九
)
。
四
条
天
皇
の
時

代
に
摂
政
と
太
政
大
臣
、
続
く
後
嵯
峨
天
皇
の
時
代
に
関
白
を
務
め
た
。

そ
の
日
記
は
『
問
屋
関
白
記
』
と
し
て
知
ら
れ
る
。

ω
中
国
で
は
前
撲
の
時
に
民
間
歌
一
献
を
採
集
す
る
組
織
と
し
て
「
楽
府
」

が
設
立
さ
れ
、
漢
詩
の
形
式
の
一
つ
に
も
な
っ
て
い
る
が
、
吉
一
長
は
あ

く
ま
で
そ
れ
と
は
無
関
係
に
日
本
に
上
代
か
ら
「
う
た
ま
い
の
つ
か

さ
」
が
あ
っ
た
と
し
て
い
る
。

『
古
事
記
伝
』
十
・
八
七
参
照
。

「水
茎
の
岡
の
葛
泌
を

と
あ
る
。
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ω
「
夷
振
」
の
注
釈
は
、
『
古
事
記
伝
』
十
・
八
七
、
八
八
に
あ
る
。
上

代
に
「
楽
府
」
で
は
優
れ
た
歌
を
、
楽
器
の
演
奏
や
舞
踊
と
と
も
に
歌

っ
て
お
り
、
そ
の
際
の
歌
い
方
な
ど
の
様
子
を

「ー
ぶ
り
」
と
言
う
と

し
て
い
る
。

第
七
条

わ
た
く
し
に
記
せ
る
史
〔
樋
口
〕
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木
文わ

た
く
し
に
記
せ
る
史

ょ
に
お
ほ
や
け
の
史

ωに
は
あ
ら
で
、
私
に
御
代
/
L
I
の
事
を
記
せ
る
書
位
、

こ
れ
か
れ
と
お
ほ
か
る
を
、
む
か
し
の
皇
間
人
は
、
怖
を
た
ふ
と
ば
ぬ
は
一

人
も
な
か
り
し
か
ば
、
か
〉

る
書
に
さ
へ
、
と
も
す
れ
ば
え
う
な
き
ほ
と
け

ざ
た
の
ま
じ
り
で
仰、

う
る
さ
く
、
今
見
る
に
は
、
か
た
は
ら
い
た
き
こ
と

お
ほ
し
、
又
さ
か
し
ら
心
に
、
神
代
に
は
あ
や
し
き
事
の
み
多
く
し
て
、
か

ら
め
か
ぬ
を
い
と
ひ
て
、
お
ほ
く
は
神
武
天
皇
よ
り
始
め
て
し
る
し
て

ω、

神
代
の
ほ
ど
を
ば
は
ぶ
け
る
は
、
か
ら
図
の
む
ね
/
¥
し
き
書
に
わ
、
さ
る

た
ぐ
ひ
の
あ
る
を
、
よ
き
こ
と
〉
思
ひ
て
、
な
ら
へ
る
物
也
、
そ
も
/
{
1
1
外

国
々
は
“
、
そ
の
王
の
す
ぢ
、
定
ま
れ
る
事
な
く
し
て
、
よ
〉
に
か
は
れ
ば
、

心
に
ま
か
せ
て
、
い
や
つ
れ
の
よ
〉
り
記
さ
む
も
難
な
き
を
、
御
図
の
皇
統
は
、

さ
ら
に
外
闘
の
主
の
た
ぐ
ひ
に
は
ま
し
ま
さ
ず
、
天
間
…
大
御
神
の
天
津
日
嗣

。
に
ま
し
/
t・1
1
て
、
天
地
と
〉
も
に
、
と
こ
し
へ
に
僻
は
ら
せ
給
ふ
を
、
そ

の
本
の
は
じ
め
を
は
ぶ
き
す
て
〉
、
な
か
ら
よ
り
記
し
て
よ
か
ら
め
や
、
よ

ろ
づ
を
か
ら
留
に
な
ら
ふ
も
、
事
に
よ
り
て
は
、
心
す
べ
き
わ
ざ
ぞ
か
し
、

{
現
代
語
訳
}

世
の
中
に
は
、
公
式
な
国
家
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
歴
史
書
で
は
な
く
て
、

私
的
に
時
代
ご
と
の
出
来
事
を
記
録
し
た
書
物
が
、
あ
れ
や
こ
れ
や
と
多
い
。



昔
の
日
本
人
は
、

仏
教
を
尊
ば
な
い
人
は
一
人
も
い
な
か
っ
た
の
で
、
そ
の

よ
う
な
書
物
に
さ
え
、
と
も
す
れ
ば
必
要
な
い
仏
教
の
事
柄
が
混
じ
っ
て
う

っ
と
う
し
く
、
今
日
か
ら
見
れ
ば
馬
鹿
馬
鹿
し
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
小

賢
し
い
心
を
お
こ
し
、

神
代
に
は
奇
異
な
事
ば
か
り
が
多
く
て
中
国
の
傑
子

と
は
違
っ

て
い
る
こ
と
を
嫌
が
っ
て
、
〔
そ
の
よ
う
な
書
物
の
〕
多
く
は
神

武
天
皇
か
ら
書
き
始
め
て
、
仲
代
の
事
柄
を
省
い
て

い
る
。
こ
れ
は
、
中
国

の
ご
立
派
な
害
物
に
、
そ
の
よ
う
な
形
式
の
も
の
が
あ
る
の
で
、
そ
れ
を
よ

い
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
真
似
た
も
の
で
あ
る
。
そ
も
そ
も
、
海
外
の
国
々

で
は
、
そ
の
主
の

rm統
が
定
・
ま
る
こ
と
な
く
時
代
ご
と
に
変
わ
る
の
で
、
好

き
な
よ
う
に
い
つ
の
時
代
か
ら
書
き
始
め
て
も
問
題
が
な
い
が
、
〔
そ
れ
に

対
し
て
〕
日
本
の
皇
統
と
い
う
も
の
は
、
外
国
の
主
の
た
ぐ
い
と
同
じ
で
は

な
く
、
天
照
大
御
神
の
お
世
継
ぎ
と
し
て
、

〔
天
間
…
大
御
神
が
〕
天
地
と
と

も
に
、
水
速
に
伝
わ
る
よ
う
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
な
の
に
、
そ
の
〔
皇

統
の
恨
拠
と
な
る
〕
大
本
の
始
ま
り
を
省
き
捨
て
て
、
法
中
か
ら
蓄
き
始
め

て
よ
い
も
の
だ
ろ
う
か
。
あ
ら
ゆ
る
こ
と
に
お
い
て
中
国
の
真
似
を
し
て
い

る
が
、
事
柄
に
よ
っ
て
は
、

〔真
似
て
よ
い
か
ど
う
か
〕
よ
く
よ
く
注
意
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

〔
注
釈
〕

ω
国
家
に
よ
っ
て
正
式
に
編
纂
さ
れ
た
官
撰
の
歴
史
書
。

日
本
で
は
、
『
日

本
書
紀
』
『
続
日
本
紀
』
『
日
本
後
紀
』
『
続
日
本
後
紀
』
『
日
本
文
徳
天

皇
実
録
』
『
日
本
一
一一
大
実
録
』
が
あ
り
、
そ
の
数
か
ら
「
六
国
史
」
と

呼
ば
れ
る
。

ω
官
撰
以
外
の
歴
史
書
。
有
名
な
も
の
と
し
て
、
皇
円
の
『
扶
桑
略
記
』

や
慈
円
の
『
態
管
抄
』
、
著
者
未
詳
『
百
錬
抄
』
な
ど
が
あ
る
。
鎌
倉

幕
府
の
吋
吾
妻
鑑
』
は
武
家
の
歴
史
書
で
あ
る
。
ま
た
近
世
に
お
い
て

は
、
『
本
朝
通
鑑
』
を
江
戸
幕
府
が
、
司
大
日
本
史
』

を
水
戸
離
が
編
纂

し
て
い
る
が
、
こ
れ
ら
も
朝
廷
に
よ
る
官
撰
の
歴
史
書
で
は
な
い。

ω
一
例
と
し
て
、
た
と
え
ば
『
態
管
抄
』
に
は
次
の
よ
う
な
記
述
が
あ
る
。

「延
喜
一
冗
年
正
月
日
菅
丞
相
ノ
御
事
有
ケ
リ
。
(
中
略
〕
北
野
ノ
御
事

モ
椛
者
ノ
末
代
ノ
筋
ト
テ
ノ
事
卜
心
得
ヌ
ル
上
ハ
嫡
メ
デ
タ
シ
。
」

前
半
部
に
見
え
る

「
菅
丞
相
」
と
は
菅
原
道
真
で
あ
り
、
こ
こ
に
い
う

「御
事
」
は
、
時
の
左
大
臣
藤
原
時
平
の
讃
訴
に
よ
っ
て
道
真
が
延

喜
元
年

(九

O
一
)
正
月
二
十
五
日
付
で
太
宰
府
左
遷

へ
と
追
い
込

ま
れ
た
「
畠
泰
の
変
」
を
指
し
て
い
る
。
後
半
部
は
、
こ
の
道
真
左

遷
に
対
す
る
著
者
慈
円
の
見
解
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
に

は
一
連
の
事
件
が
「
楳
者
ノ
末
代
ノ
一
筋
ト
テ
ノ
事
」
で
あ
っ
た
と
の

解
釈
が
な
さ
れ
て
い
る
。
「
催
者
」
と
は
、
衆
生
救
済
の
た
め
に
仏
が

あ
ら
わ
し
た
仮
の
姿
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
慈
円
に
と

っ
て
道
真
の

左
選
は
、
末
法
の
世
に
お
け
る
人
び
と
の
救
済
を
目
的
と
し
た
仏
の

計
ら
い
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。

ω
『
扶
桑
略
記
』
を
は
じ
め
、
こ
れ
に
影
響
を
受
け
て
記
・さ
れ
た
『
水

鋭
』
や
『
態
管
抄
』
な
ど
、
私
的
に
物
さ
れ
た
史
書
の
多
く
は
年
代
記

を
神
武
天
皇
か
ら
始
め
て
い
る
。
…
方
で
、
南
北
朝
か
ら
室
町
あ
た
り
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に
か
け
て
成
立
し
た
と
さ
れ
る
(
歴
代
皇
紀
)
』
な
ど
は
、

冒
頭
の
「
帝
王
系
固
」
が
国
常
立
尊
か
ら
蓄
さ
始
め
ら
れ
て
お
り
、
日

本
の
歴
史
の
起
源
を
神
代
に
求
め
る
態
度
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。

ω
中
国
の
正
史
と
さ
れ
る
「
二
十
閉
史
」
の
鳴
矢
を
な
寸
前
馬
遷
の
『
史

記
』
は
、
一
一
一
皐
五
帝
の
う
ち
一
一
一
皇
の
伝
承
を
紳
話
で
あ
る
と
し
て
取
り

載
せ
ず
、
五
掃
の
初
代
と
な
る
黄
帝
の
記
述
か
ら
始
め
ら
れ
て
い
る
。

な
お
、
主
帝
の
事
践
を
史
骨
一
一
聞
に
収
載
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
司
馬
遼

自
身
が
町
長
老
皆
各
三
在
住
黄
帝
・
訟
で
一
砕
を
稲
す
る
の
庭
に
至
る

ぜ

に
、
風
教
屈
に
殊
な
り
。
之
を
縮
、
ぶ
る
に
、
十
日
文
を
離
れ
ざ
る
者
是
に

近
し
。
予
春
秋
・
図
諮
を
観
る
に
、
其
の
五
荷
徳
、
帝
繋
姓
を
設
明
す

わ
弘
、
ら

j

L

t

だ

る
こ
と
背
中
か
な
り
。
一
蹴
ふ
に
弟
探
く
考
へ
ぎ
る
の
み
。
其
の
表
見
す
る

か

ん

い

勺

オ

ム

ぱ

パ

A
O

じ

所
、
皆
厳
な
ら
ず
。
骨
一
一
間
融
け
て
間
有
り
。
其
の
軟
せ
る
は
乃
ち
時
時
他

税
一
に
見
ゆ
。
月
↓
ナ
を
好
み
思
を
深
く
し
、
心
に
其
の
意
を
知
る
も
の
に
非

主
こ
i
p

い

れ

れ

わ

パ

打

ル

仁

ず
ん
ば
、
闘
に
浅
見
・
寡
聞
の
為
に
道
ひ
難
き
な
り
。
余
、
井
せ
て
論
次

し
、
其
の
一
一
一
一
回
の
尤
も
，
粒
な
る
者
を
揮
び
:
故
に
著
は
し
て
本
紀
の

け
じ
内

警
の
首
と
為
す
。
〔
『
新
釈
漢
文
大
系
史
記
』
七

O
頁
〕
」
と
述
べ
て

い
る
よ
う
に
、
五
帝
の
存
在
を
全
き
史
実
で
あ
る
と
見
倣
じ
て
の
措
置

で
は
な
か
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

ω
こ
の
よ
う
に
、
頻
繁
な
ま
統
の
交
代
を
外
国
の
制
度
や
思
恕
の
暇
庇
に

出
稼
す
る
も
の
と
し
て
批
判
し
つ
つ
、
翻
っ
て
万
世
一
系
の
皐
目
統
一
を
維

持
す
る
自
国
の
優
越
性
を
説
く
論
法
は
、
宣
長
や
真
淵
の
常
套
手
段
で

あ
っ
た
。
と
う
し
た
主
張
は
国
学
の
成
立
以
前
か
ら
し
ば
し
ば
為
さ
れ

て
お
り
、
早
く
は
コ
祝
日
本
後
紀
』
巻
十
九
&

さ
れ
た
長
歌
に
、
「
:
・
我
騒
の
聖
の
皇
は
尊
く
も
御
坐
が
日
宮
の
翌
の

御
子
の
天
下
に
御
坐
て
御
世
御
世
に
相
一
本
襲
て
毎
{
是
正
現
人
紳
と
成

給
ひ
御
坐
せ
ば
悶
方
の
図
隣
の
患
は
百
柄
に
継
ぐ
と
一
首
ふ
と
も
何
し

て
か
等
し
く
有
ら
む
・
:
」
と
詠
ま
れ
て
い
る
。

切
官
一
長
は
、
「
天
津
日
嗣
」
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
、
「
お
世
継
ぎ
」
と
い

う
解
釈
を
認
め
て
い
る
が
、
他
方
で
「
嗣
」
を
♂
で
あ
る
と
し
、

天
照
大
村
が
「
給
寄
し
賜
ふ
も
の
(
下
さ
る
も
の
)

味
で
あ
る
と
い
う
独
特
の
解
釈
も
示
し
て
い
る

一六)。

四

i
一
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第
八
条

家
隆
卿
の
こ
と
ば
〔
河
合
〕

〔
本
文
〕家

降
卿
の
こ
と
ば

い
へ
た
か
の
二
位

ωの
い
は
れ
し
は
、
歌
は
ふ
し
ぎ
の
物
に
て
侯
也
、
き
と

う
ち
見
る
に
、
お
も
し
ろ
く
あ
し
か
ら
ず
お
ぼ
え
候
へ
ど
も
、
次
の
日
又
々

見
候
へ
ば
、
ゆ
〉
し
く
見
、
さ
め
の
し
候
、
こ
れ
を
よ
し
と
思
ひ
候
け
る
こ
そ

ふ
し
ぎ
に
候
へ
、
な
ど
お
ぼ
ゆ
る
物
に
て
候

:ω
、
と
ぞ
い
は
れ
け
る
、
ま

こ
と
に
さ
る
こ
と
な
り
、

{
現
代
語
訳
〕

従
二
位
藤
原
家
降
卿
は
、
か
つ
て
次
の
よ
う
に
お
っ
し
ゃ
っ
た
。
「
歌
は

不
思
議
な
も
の
で
あ
る
。
〔
作
っ
て
か
ら
〕
す
ぐ
見
る
と
、
十
間
白
く
て
悪
く

な
い
よ
う
に
感
じ
て
も
、
次
の
日
あ
ら
た
め
て
見
れ
ば
、
非
常
に
興
苫
め
な

も
の
に
見
え
て
、
こ
れ
を
よ
い
と
思
っ
た
こ
と
が
不
思
議
で
あ
る
な
ど
と
感

じ
る
も
の
で
あ
る
。
と
。
本
当
に
そ
の
通
り
で
あ
る
。

な
比
一
釈
〕

ω
藤
原
家
隆
(
一
一
五
八

1
一
二
三
七
)
の
こ
と
。
鎌
倉
初
期
の
歌
人
で

あ
り
、
『
新
古
今
和
歌
集
』
の
選
者
の
一
人
。

ω
こ
の
一
一
一
一
白
菜
は
、
『
土
御
門
院
御
百
首
』
に
附
さ
れ
た
「
家
隆
卿
中
院
に

ま
い
ら
す
る
文
」
の
中
の
一
文
で
あ
る
。
な
お
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
山

崎
桂
子

る

新
注
』

0 

三御
年門
)院

に御
明百
先[fI首
な
訳ごと
EE: i却
が F1EJ

あ i見

2 
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第
九
条

儒
者
の
喜
一
閣
の
事
を
ぱ
し
ら
ず
と
て
あ
る
事
〔
河
合
〕

{
本
文
〕儒

者
の
皇
圏
の
事
を
ば
し
ら
ず
と
で
あ
る
事

儒
者
に
阜
一
閣
の
事
を
と
ふ
に
は
、
し
ら
ず
と
い
ひ
て
、
恥
と
せ
ず
、
か
ら
閣

の
事
を
と
ふ
に
、
し
ら
ず
と
い
ふ
を
ば
、
い
た
く
恥
と
思
ひ
て
、
し
ら
ぬ
こ

と
を
も
し
り
が
ほ
に
い
ひ
ま
ぎ
ら
は
す
、
こ
は
よ
ろ
づ
を
か
ら
め
か
さ
む
と

す
る
あ
ま
り
に
、
其
身
を
も
漢
人
め
か
し
て
、
皇
図
を
ば
よ
そ
の
閣
の
ご
と

も
て
な
さ
む
と
す
る
な
る
べ
し
、
さ
れ
ど
な
ほ
か
ら
人
に
は
あ
ら
ず
、
御
図

人
な
る
に
、
儒
者
と
あ
ら
む
も
の
〉
、
お
の
が
閣
の
事
し
ら
で
あ
る
べ
き
わ

ざ
か
は
、
但
し
皇
図
の
人
に
酎
ひ
て
は
、
さ
あ
ら
む
も
、
か
ら
人
め
き
て
よ

か
め
れ
ど
、
も
し
漢
図
人
の
と
ひ
た
ら
む
に
は
、
我
は
、
そ
な
た
の
悶
の
事

は
よ
く
し
れ
〉
ど
も
、
わ
が
閣
の
こ
と
は
し
ら
ず
と
は
、
さ
す
が
に
え
い
ひ

た
ら
じ
を
や
、
も
し
さ
も
い
ひ
た
ら
む
に
は
、
己
が
留
の
事
を
だ
に
え
し
ら

ぬ
儒
者
の
、
い
か
で
か
人
の
闘
の
事
を
は
し
る
べ
き
と
て
、
手
を
う
ち
て
、

い
た
く
わ
ら
ひ
っ
べ
し
、

{
現
代
語
訳
}

〔
日
本
の
〕
儒
者
は
日
本
の
こ
と
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
時
は
、
知
ら
な

い
と
答
え
て
も
、
恥
で
あ
る
と
は
忠
わ
な
い
。
〔
そ
れ
に
対
し
て
〕
中
国
の

こ
と
に
つ
い
て
質
問
さ
れ
た
時
に
は
、
知
ら
な
い
と
答
え
る
こ
と
を
非
常
に

恥
ず
か
し
い
こ
と
で
あ
る
と
思
っ
て
、
知
ら
な
い
こ
と
で
も
知
っ
て
い
る
よ

う
な
顔
を
し
て
答
え
て
ご
ま
か
す
。
こ
れ
は
、
全
て
に
お
い
て
中
国
の
ま
ね

を
し
よ
う
と
す
る
あ
ま
り
に
、
(
同
本
人
で
あ
る
〕
自
分
自
身
を
も
中
国
人

の
よ
う
に
見
せ
よ
う
と
し
て
、
日
本
の
こ
と
を
外
国
で
あ
る
か
の
よ
う
に
扱

お
う
と
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
し
か
し
、
そ
ん
な
こ
と
を
し
て
も
な
お
、
中

国
人
で
は
な
く
、
日
本
人
で
あ
る
の
だ
か
ら
、
儒
者
で
あ
る
者
も
、
自
分
の

回
の
こ
と
を
知
ら
な
い
で
済
ま
し
て
お
い
て
よ
い
の
だ
ろ
う
か
。
あ
る
い
は

日
本
の
人
に
対
し
て
は
、
そ
の
よ
う
な
態
度
で
も
中
国
人
風
と
い
う
こ
と
で

よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
も
し
中
国
人
が
質
問
し
て
き
た
時
に
は
、
「
私
は

あ
な
た
の
国
の
こ
と
は
よ
く
知
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
自
分
の
国
の
こ
と
は

知
ら
な
い
。
」
と
は
、
さ
す
が
に
一
一
一
一
口
う
こ
と
が
出
来
な
い
だ
ろ
う
に
。
も
し

そ
の
よ
う
に
言
っ
た
な
ら
ば
、
〔
中
国
人
は
〕
自
分
の
国
の
こ
と
を
す
ら
知

ら
な
い
儒
者
が
、
ど
う
し
て
他
人
の
国
の
こ
と
を
知
っ
て
い
る
だ
ろ
う
か
と
、

っ
て
、
大
い
に
笑
う
こ
と
だ
ろ
う
。
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条
は
、
宜
長
の
主
張
を
述
べ
る
も
の
で
あ
り
、
古
典
な
ど
へ
の
一
一
言
及
や
難

解
な
語
葉
が
な
い
た
め
、
殊
更
な
語
注
は
必
要
な
い
と
忠
わ
れ
る
。
た
だ
し
、

こ
の
よ
う
に
当
時
の
学
者
た
ち
が
中
国
を
中
心
と
し
て
考
え
る
こ
と
へ
の
批
判

は
、
山
鹿
素
行
『
中
朝
事
実
』
や
浅
見
綱
斎
『
中
国
弁
』
な
ど
に
お
い
て
儒
者

た
ち
の
間
で
も
円
十
く
か
ら
行
わ
れ
て
お
り
、
宣
一
長
の
思
想
に
お
い
て
も
重
要
な

地
伎
を
占
め
て
い
る
。
特
に
、
明
古
事
記
伝
』
に
収
め
ら
れ
た
『
直
田
比
一
宮
山
』
は
制

へ
の
反
論
と
し
て
も
者
か
れ
て
お
り
、

律
一
派
の
儒
者
太
宰
春
台
の



中
国
を
中
心
と
見
る
立
場
へ
の
批
判
を
強
く
打
ち
出
し
て
い
る
。
な
お
、
吋
一
昨
閉
山

に
関
し
て
は
、
小
笠
原
容
央
官
以
結
論
争
の
研
究
j
i

つ
へ
り
か
ん
社
、
一
九
八
八
年
)
に
詳
し
い
。

直
毘
援
を
起
点
と
し

(
ひ
ぐ
ち
・
た
つ
ろ
う

筑
波
大
学
人
文
社
会
系

ス

〉

、

カ
↓
4
v
u

弘戸、

d

r

f

y

〉

B

も

〉

う
い
乃
じ
ん
・
し
ゅ
う
い
ム
Id
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文
社
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