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2003年1月号

人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
方

言
　
そ
の
１

　
本
連
載
を
始
め
て
５
回
目
の
新
年
を
迎
え
ま

し
た
。本
年
も
ご
愛
読
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で

す
。

　
昨
年
10
月
か
ら
は
、平
成
８
年
か
ら
12
年
に

か
け
て
小
松
市
立
博
物
館
の
委
託
を
受
け
て
実

施
し
た
小
松
市
内
の
方
言
調
査
の
う
ち
、大
杉

町
、尾
小
屋
町
、符
津
町
、龍
助
町
、安
宅
町
で
の

生
活
語ご

彙い

調
査
で
得
ら
れ
た
方
言
を
ご
紹
介
し

て
い
ま
す
が
、今
月
か
ら
は
人
の
性
向（
性
質
）

を
表
す
方
言
を
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

方
言
の
世
界
は
悪
態
語
が
豊
富

　
方
言
の
世
界
に
は
意
外
に
悪
態
語
が
多
い
も

の
で
す
。「
だ
か
ら
方
言
に
は
汚
い
こ
と
ば
が
多

く
て
」と
嘆
く
人
が
い
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

筆
者
は
そ
う
は
思
い
ま
せ
ん
。人
間
で
す
か
ら
、

心
底
相
手
が
憎
く
て
悪
態
を
つ
く
こ
と
も
あ
る

で
し
ょ
う
。し
か
し
、方
言
の
世
界
に
悪
態
語
が

多
い
の
は
、そ
れ
が
許
さ
れ
る
、温
か
で
親
密
な

人
間
関
係
が
地
域
社
会
に
成
立
し
て
い
る
か
ら

で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

　
人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
こ
と
ば
も
、決
し

て
褒
め
る
言
い
方
ば
か
り
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

こ
の
世
界
に
も
悪
態
語
が
意
外
に
多
い
も
の
で

す
。が
、今
回
は
ま
ず
褒
め
こ
と
ば
的
な
も
の
か

ら
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

カ
タ
イ
子
、リ
ク
ツ
ナ
子
、ハ
バ
シ
ー
子
、ハ
ツ

メ
ナ
子
、コ
ー
シ
ャ
ナ
子
、ハ
シ
カ
イ
子
っ
て
ど

ん
な
子
？

　
金
沢
で
初
め
て
、「
○
○
さ
ん
と
こ
の
子
は

カ
タ
イ
子
や
ー
」と
い
う
の
を
聞
い
て
、カ
タ
イ

と
い
う
の
は
、筆
者
の
福
井（
武
生
）方
言
で
言

う「
丈
夫
な
・
健
康
な
」の
意
味
か
、共
通
語
的

に
言
う「
真
面
目
で
堅
い
」の
意
味
か
と
勘
違
い

し
た
こ
と
を
今
で
も
よ
く
覚
え
て
い
ま
す
。金

沢
や
小
松
な
ど
で
は
、カ
タ
イ（
カ
テ
と
も
）と
は

「
素
直
で
言
う
こ
と
を
よ
く
聞
く
。真
面
目
で

お
と
な
し
い
」と
い
っ
た
意
味
に
な
り
ま
す
。リ

ク
ツ
ナ
も
こ
れ
と
似
て
い
て
、人
の
性
質
を
言

う
場
合
、「
物
分
り
が
よ
く
て
お
と
な
し
い
」と

い
っ
た
意
味
に
な
る
よ
う
で
す
。

　
子
ど
も
を
褒
め
る
の
に
、ハ
バ
シ
ー
子
、ハ
ツ

メ
ナ
子
と
い
っ
た
言
い
方
も
聞
か
れ
ま
す
。ハ

バ
シ
ー
、ハ
ツ
メ
ナ
は
、カ
タ
イ
、リ
ク
ツ
ナ
よ

り
も
頭
の
よ
さ
が
強
調
さ
れ
て
、「
利
口
な
」の

意
味
に
近
く
な
り
ま
す
。ハ
バ
シ
ー
は「
幅
し

い
」で
、「
羽
振
り
が
よ
い
」の
意
味
で
も
使
わ
れ
、

「
人
の
目
に
立
ち
や
す
い
」こ
と
が「
利
口
な
」

に
近
い
意
味
を
生
ん
だ
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ハ
ツ
メ
ナ
は「
発
明
な
」の
字
が
当
て
ら
れ
る
も

の
で
す
。

　
コ
ー
シ
ャ
ナ
子
、ハ
シ
カ
イ
子
と
い
う
言
い
方

も
聞
き
ま
す
。コ
ー
シ
ャ
ナ
は
、「
巧
者
な
」の
字

が
当
て
ら
れ
、「
利
口
な
。甲か
い
し
ょ
う

斐
性
が
あ
る
」に

近
い
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、「
要
領
が
い
い
」

と
い
う
、や
や
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
を
含
む
こ
と

も
あ
る
よ
う
で
す
。ハ
シ
カ
イ
も
こ
れ
に
似
て
、

「
知
的
に
賢
い
」と
い
っ
た
意
味
を
表
す
と
同
時

に
、「
ず
る
賢
い
」と
い
う
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で

も
使
わ
れ
ま
す
。　

　
ダ
ラ
な
ど
と
叱
っ
て
ば
か
り
い
な
い
で
、褒

め
て
子
ど
も
に
や
る
気
を
出
さ
せ
る
。そ
ん
な

大
人
た
ち
の
気
配
り
が
、こ
れ
ら
の
多
彩
な
褒

め
こ
と
ば
を
生
ん
だ
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。皆

さ
ん
は
ど
う
使
い
分
け
て
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
す

か
。
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2003年2月号

人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
方

言
　
そ
の
２

　
先
月
号
で
は
、性
向
語ご

い彙
の
中
か
ら
、子
ど

も
を
褒
め
る
こ
と
ば
の
世
界
を
の
ぞ
い
て
み
ま

し
た
。今
月
は
逆
に
、主
に
子
ど
も
の
悪
い
性
向

（
性
質
）を
さ
す
方
言
か
ら
見
る
こ
と
に
し
ま

す
。

性
向
語
彙
の
悪
態
語
は
女
性
用
が
多
い
？

　
子
ど
も
の
悪
い
性
向
と
言
え
ば
、す
で
に
連

載
の
本
紙
２
０
０
１
年
２
月
号
で〈
お
転て
ん
ば婆

〉

の
方
言
を
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。か

つ
て
、女
の
子
は
お
と
な
し
く
て
控
え
目
で
あ

る
べ
き
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
ろ（
今
で
も

そ
う
思
っ
て
い
る
人
は
少
な
く
な
い
よ
う
で
す

が
）、男
の
子
だ
っ
た
ら
元
気
で
い
い
と
褒
め
ら

れ
る
の
に
、同
じ
こ
と
を
し
た
女
の
子
は
バ
ッ

チ
ャ
メ
ロ
と
言
わ
れ
た
り
し
ま
し
た
。バ
ッ
チ
ャ

メ
ロ
と
は
、小
松
市
内
の
広
い
範
囲
で
聞
か
れ

る〈
お
転
婆
〉を
さ
す
方
言
形
で
す
。「
罰ば
ち

や
」＋

「
女め
ろ
う郎（

女
性
へ
の
卑
称
）」か
ら
の
変
化
形
だ

ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
ほ
か
に
、「
男
の
よ
う
な
女
の
子
」を
オ
ト
コ

メ
ロ
、「
乱
暴
な
女
の
子
」を
テ
ッ
カ
メ
ロ
、「
や

ん
ち
ゃ
な
女
の
子
」を
ヤ
ン
チ
ャ
メ
ロ
な
ど
と

い
っ
た
言
い
方
も
聞
か
れ
ま
す
。「
お
し
ゃ
べ
り

な
人
・
女
の
子
」の
こ
と
を
オ
チ
ャ
ベ（
チ
ャ
ベ
と

も
）と
言
い
ま
す
。ど
う
も
こ
の
種
の
言
い
方
で

は
、女
性
の
方
が
損
な
役
回
り
と
な
っ
て
、色
々

と
言
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
ま
た
、「
気
の
強
い
女
の
子
」を
キ
カ
ン
コ

（「
言
う
こ
と
を
き
か
な
い
子
」の
意
か
ら
）と

言
う
こ
と
が
あ
る
よ
う
で
す
が
、男
の
子
の
場

合
は
キ
カ
ン
ボ
ー
に
な
り
ま
す
。　

　
男
の
子
と
言
え
ば
、尾
小
屋
で
ダ
ッ
チ
ャ
ン

ボ
ー
と
い
う
言
い
方
を
聞
き
ま
し
た
。ダ
ッ
チ
ャ

ン
と
は「
埒ら
ち

明
か
ぬ
」か
ら
変
化
し
た
ダ
チ
ャ
カ

ン
が
さ
ら
に
ダ
ッ
チ
ャ
ン
と
変
化
し
た
も
の
で
、

ダ
ン
チ
ャ
ン
ボ
ー
は「
駄
目
な
、出
来
の
悪
い
男

の
子
」と
い
っ
た
意
味
で
す
。女
の
子
の
場
合
は
、

ダ
ッ
チ
ャ
ン
ネ
ン
ネ
と
言
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

　テ
ナ
ワ
ン
大
人
の
世
界
に
も
豊
か
な
悪
態
語

が　
子
ど
も
に
限
っ
た
言
い
方
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
、人
の
性
向
の
悪
さ
を
言
う
類
の
方
言
を
今

少
し
挙
げ
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
シ
ョ
ー
ワ
ル
・
シ
ョ
ー
ノ
ワ
ル
イ
は「
性し
ょ
う
わ
る悪

・

性
の
悪
い
」の
意
で
、「
性
格
が
悪
い
人
、根
性
の

曲
が
っ
た
人
」の
こ
と
を
言
い
ま
す
。似
た
こ
と

を
言
う
の
に
、「
性
格
が
悪
い
」こ
と
を
言
う
ド

ク
シ
ョ
ー
ナ（「
毒
性
」か
）、「
意
地
悪
」な
こ
と

を
言
う
コ
ン
ジ
ョ
ワ
ル
、「
気
位
が
高
く
て
傲ご
う
ま
ん慢

な
」こ
と
を
言
う
キ
ダ
カ
イ
な
ど
の
言
い
方
も

聞
か
れ
ま
し
た
。

　
符
津
や
安
宅
で
聞
い
た
テ
ナ
ワ
ン
は
、「
手
に

合
わ
な
い
」の
テ
ニ
ア
ワ
ン
が
テ
ニ
ャ
ワ
ン
↓

テ
ナ
ワ
ン
と
変
化
し
た
形
で
、「
手
に
負
え
な

い
、乱
暴
な
」と
い
っ
た
意
味
で
す
。福
井
県
嶺

北
地
方
に
も
広
く
分
布
す
る
言
い
方
で
す
。テ

ナ
ワ
ン
モ
ン
と
な
る
と「
乱
暴
者
」の
意
味
と
な

り
ま
す
。

　
今
月
は
そ
ろ
そ
ろ
字
数
が
尽
き
ま
し
た
。性

向
の
悪
さ
を
言
う
方
言
は
、ま
た
来
月
に
続
け

る
こ
と
に
し
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、昨
年
秋
か
ら
小
松
郵
便
局
の

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
、「
小
松
の
方
言
」と
し
て
本

連
載
が
転
載
さ
れ
て
い
ま
す
。ア
ド
レ
ス
は
、

http://w
w
w
.hokuriku. yusei.go.jp/dpo/

kom
atsu/hougen/hougen.htm

 

で
す
。ぜ

ひ
一
度
ご
覧
く
だ
さ
い
。
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2003年3月号

人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
方

言
　
そ
の
３

　
さ
て
、方
言
が「
田
舎
の
こ
と
ば
」「
汚
い
こ
と

ば
」「
訛な
ま

っ
た
こ
と
ば
」と
い
っ
た
言
い
方
で
、共

通
語（
標
準
語
）に
対
し
て
悪
者
に
さ
れ
て
い
た

時
代
は
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま
す
。最
近
で
は

石
川
県
内
で
も
方
言
見
直
し
の
動
き
が
さ
ま
ざ

ま
な
形
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。本

紙
の
記
事
の
中
に
も
方
言
が
時
々
登
場
し
ま
す

し
、中
で
も
市
長
さ
ん
の
連
載
コ
ラ
ム「
ざ
っ
く

ば
ら
ん
」に
登
場
す
る
方
言
を
い
つ
も
楽
し
み

に
し
て
い
ま
す
。最
近
の
ニ
ュ
ー
ス
で
は
、小
松

の
新
し
い
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
・
ブ
ラ
ン
ド
にn'na36

（
ん
な
・
さ
ん
じ
ゅ
う
ろ
く〈「
ん
な
」は「
み
ん
な

残
ら
ず
」の
意
の
方
言
、36
は
小
松
市
の
位
置
北

緯
36
度
か
ら
〉）と
い
う
名
が
付
け
ら
れ
た
と
言

い
ま
す
。ま
た
、昨
年
11
月
に
某
ロ
ー
カ
ル
テ
レ

ビ
局
で
放
送
さ
れ
た「
石
川
ふ
る
さ
と
Ｃ
Ｍ
大

賞
」で
も
、県
内
41
市
町
村
の
う
ち
の
約
四
分
の

一
に
あ
た
る
11
市
町
村
が
、何
ら
か
の
形
で
Ｃ

Ｍ
の
中
に
方
言
を
登
場
さ
せ
て
い
て
、こ
れ
も

歓
迎
す
べ
き
傾
向
だ
と
感
じ
ま
し
た
。本
連
載

も
、そ
の
よ
う
な
県
内
の
方
言
見
直
し
の
た
め

に
少
し
で
も
お
役
に
立
て
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま

す
。

　コ
ス
カ
ン
、コ
ン
ジ
ョ
ヨ
シ
か
ら
ボ
コ
イ
、ダ
ラ

ま
で

　
で
は
今
回
も
前
号
に
続
け
て
、小
松
で
聞
か

れ
た
人
の
性
向
の
悪
さ
を
表
す
方
言
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　「
憎
た
ら
し
い
。ず
る
い
」こ
と
を
言
う
コ
ス

カ
ン
、コ
ー
ス
カ
ン
を
符ふ

つ津
で
聞
き
ま
し
た
。符

津
で
は「
ず
る
い
人
」を
ス
カ
ン
タ
ラ
シ
と
も
言

う
よ
う
で
す
。

　
性
格
が
悪
い
と
い
う
よ
り
、む
し
ろ
気
が
よ

す
ぎ
て
逆
に「
お
人
好よ

し
」と
い
っ
た
マ
イ
ナ

ス
評
価
を
伴
っ
て
使
わ
れ
る
言
い
方
に
コ
ン

ジ
ョ
ー
ヨ
シ
、コ
ン
ジ
ョ
ヨ
シ（「
根
性
良
し
」か

ら
）が
あ
り
ま
す
。安あ
た
か宅

・
符
津
・
尾お

ご

や
小
屋
で
聞
き

ま
し
た
。こ
れ
に
似
た
の
は
福
井
県
で
も
聞
か

れ
、筆
者
の
郷
里（
武た
け
ふ生

）で
は
コ
ン
ジ
ョ
シ
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。

　
ジ
ョ
ン
ナ
ヒ
ト
と
は「
変
わ
っ
た
人
」の
こ
と

で
す
。ジ
ョ
ン
ナ
は
本
来「
つ
ま
ら
な
い
。面
白
く

な
い
。怪
し
い
」と
い
っ
た
形
容
語
で
す
が
、人
の

性
向
を
さ
す
と「
怪
し
い
」に
近
い
意
味
に
な
る

よ
う
で
す
。符
津
で
聞
き
ま
し
た
。

　
尾
小
屋
で
は
、「
わ
ざ
と
他
人
に
逆
ら
っ
た
り

す
る
よ
う
な
人
」を
さ
す
ヘ
ン
ク
ツ
モ
ン
、「
我

を
張
る
。意
地
を
張
る
」こ
と
を
言
う
ゴ
ー
ハ

ル
、「
頑
固
な
人
」を
さ
す
イ
チ
ガ
イ
モ
ン
な
ど

を
聞
き
ま
し
た
。イ
チ
ガ
イ
ナ
と
は「
一
徹
な
。

強
情
な
。偏
屈
な
」と
い
っ
た
意
味
の
形
容
語
で

す
。

　
マ
セ
ン
コ
は「
ま
せ
た
子
。大
人
び
た
子
」、ケ

チ
ン
ボ
ー
は「
け
ち
な
人
」、ヨ
ク
ン
ボ
は「
欲
張

り
な
人
」の
こ
と
を
言
い
ま
す
。「
欲
張
り
な
人
」

の
こ
と
は
ヨ
ク
ナ
ヒ
ト
と
も
言
い
ま
す
。い
ず

れ
も
安
宅
や
符
津
で
聞
い
た
も
の
で
す
。ゴ
ー

ヨ
ク
は「
強
欲
」か
ら
で
、や
は
り「
け
ち
。欲
張

り
」と
い
っ
た
意
味
に
な
り
ま
す
。尾
小
屋
で
聞

き
ま
し
た
。

　
安
宅
の
ボ
カ
ス
、符
津
の
ボ
コ
イ
は「
馬ば

か鹿

な
。愚
か
な
」に
近
い
意
味
で
す
。ほ
か
に「
馬

鹿
」を
意
味
す
る
も
の
に
は
ダ
ラ
が
あ
り
ま

す
。ダ
ラ
は
本
来「（
知
恵
が
）足
り
な
い
」の
意
の

「
足
ら
ず
」が
、タ
ラ
ズ
↓
ダ
ラ
ズ
↓
ダ
ラ
と
形

を
変
え
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。仏
教
用
語
の

「
陀だ
ら
に
き
ょ
う

羅
尼
経
」「
陀だ
ら
ぶ
つ

羅
仏
」の「
陀
羅
」と
は
関
係

あ
り
ま
せ
ん
。
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2003年4月号

人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
方

言
　
そ
の
４

　
１
９
９
８
年
４
月
号
か
ら
始
め
た
本
連
載

も
、早
い
も
の
で
今
月
か
ら
い
よ
い
よ
６
年
目

に
入
り
ま
す
。昨
年
10
月
号
か
ら
は
、大
杉
町
、

尾
小
屋
町
、符
津
町
、龍
助
町
、安
宅
町
の
５
地

点（
集
落
）で
お
聞
き
し
た
生
活
語ご

い彙
の
中
か
ら

ご
紹
介
し
て
い
ま
す
が
、今
月
も
人
の
性
向（
性

質
）を
表
す
方
言
を
続
け
ま
す
。先
月
、先
々
月

は
悪
い
性
向
を
表
す
方
言
を
取
り
上
げ
て
き
ま

し
た
が
、今
月
は
良
い
性
向
を
表
す
方
言
を
見

て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

メ
ン
コ
イ
は
東
北
地
方
だ
け
で
な
く
北
陸
に

も　
龍
助
・
符
津
で
は
、容よ
う
ぼ
う貌
的
な
か
わ
い
さ
を

含
め
た「
か
わ
い
い
」の
意
味
で
の
メ
ン
コ
イ
が

聞
か
れ
ま
し
た
。メ
ン
コ
イ
と
言
う
と
、上
代
語

「
愛め
ぐ

し
」が
変
化
し
た
も
の
と
し
て
、東
北
地
方

で
広
く
使
わ
れ
て
い
る
の
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
す
が
、新
潟
や
富
山
、そ
し
て
小
松

を
含
め
た
石
川
の
一
部
に
も
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
は
意
外
で
し
た
。

　「
エ
チ
ャ
ケ
ナ
子
や
な
あ
」（
大
杉
・
符
津
・
安

宅
）の
エ
チ
ャ
ケ
ナ（
尾
小
屋
・
龍
助
で
は
エ
チ
ャ

キ
ナ
、大
杉
・
尾
小
屋
で
は
エ
チ
ャ
ゲ
ナ
と
も
）

と
は
、「
か
わ
い
い
」「
愛あ
い
き
ょ
う嬌

が
あ
る
」「
無
邪
気

な
」と
い
っ
た
プ
ラ
ス
イ
メ
ー
ジ
の
意
味
に
な
り

ま
す
。主
に
女
の
子
に
対
し
て
使
わ
れ
る
こ
と

が
多
い
よ
う
で
す
。こ
れ
に
似
た
も
の
に「
愛
嬌

の
あ
る
」「
お
茶
目
な
」の
意
の
、チ
ャ
メ
ナ
と
い

う
言
い
方
も
聞
き
ま
し
た（
尾
小
屋
）。オ
チ
ャ
メ

（
お
茶
目
）の
オ
が
落
ち
た
形
で
し
ょ
う
。

　
符
津
や
安
宅
で
聞
い
た
、ア
イ
ソ
ラ
シ
ー
は

「
愛
想
が
よ
い
」こ
と
を
さ
し
、ア
イ
ソ
ノ
エ
ー

も
似
た
意
味
に
な
り
ま
す
。ま
た
、尾
小
屋
で
は

「
愛
嬌
を
ふ
り
ま
く
」の
意
の
ア
イ
キ
ョ
ー
マ
ク

（
愛
嬌〈
を
〉ま
く
）を
聞
き
ま
し
た
。

　「
賑に
ぎ

わ
し
い
」か
ら
変
化
し
た
と
思
わ
れ
る
ニ

ン
ガ
シ
は
、文
字
通
り
の「
賑に
ぎ

や
か
な
」こ
と
を

さ
す
だ
け
で
な
く
、人
の
性
質
を
さ
し
て「
陽
気

な
」「
愉
快
な
」と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い

ま
す
。

小
松
の
イ
サ
ド
イ
は
い
い
意
味
の
イ
サ
ド
イ

　
と
こ
ろ
で
、皆
さ
ん
は
イ
サ
ド
イ
と
い
う
形

容
語
を
使
い
ま
す
か
。使
う
と
し
た
ら
、ど
の
よ

う
な
意
味
で
使
っ
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。尾
小
屋

で
は「
元
気
が
よ
い
」「
勇
ま
し
い
」と
い
っ
た
、い

い
意
味
に
な
る
よ
う
で
す
。

　
実
は
イ
サ
ド
イ
は
金
沢
で
も
使
わ
れ
る
の

で
す
が
、最
近
面
白
い
現
象
が
観
察
さ
れ
ま
す
。

金
沢
で
も
小
松
と
同
じ
よ
う
に
元
来
は「
立
派

だ
」に
近
い
、い
い
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た

が
、そ
の
後「
威
張
っ
て
い
る
」と
い
っ
た
意
味
も

表
す
よ
う
に
な
り
、最
近
の
若
い
人
に
は「
生
意

気
な
」に
近
い
、悪
い
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
て
き
て
い
ま
す
。

　
言
語
変
化
の
法
則
の
一
つ
に「
敬
意
低
減（
逓て
い

減げ
ん

）の
法
則
」と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。こ
れ
は
、

こ
と
ば
の
丁
寧
さ
の
度
合
い
が
、使
っ
て
い
る

う
ち
に
次
第
に
下
降
し
て
い
く
傾
向
を
言
い
ま

す
。例
え
ば
、相
手
を
呼
ぶ
こ
と
ば
の「
き
さ
ま

（
貴
様
）」「
あ
な
た（
彼
方
）」「
お
ま
え（
御
前
）」

は
、長
い
間
使
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
本
来
の
高

い
敬
意
を
失
っ
て
し
ま
っ
た
も
の
で
す
。金
沢
で

の
イ
サ
ド
イ
の
意
味
の
変
化
は
、全
く
同
じ
で

は
あ
り
ま
せ
ん
が
、意
味
の
下
降
と
い
う
点
で

は
、一
部
似
た
現
象
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま

す
。
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2003年5月号

植
物
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
１

　
今
年
も
ま
た
新
緑
の
美
し
い
季
節
を
迎
え
ま

し
た
。四
季
の
移
ろ
い
の
中
で
こ
そ
感
じ
る
こ

と
の
で
き
る
芽
吹
き
の
喜
び
で
す
。1
月
号
か

ら
続
け
て
き
た「
人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
方

言
」は
前
回
で
ひ
と
ま
ず
終
わ
り
と
し
、今
月
か

ら
は
新
緑
の
季
節
に
因ち
な

ん
で
、小
松
市
内
で
の

植
物
の
方
言
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　
本
連
載
で
は
こ
れ
ま
で
に
も
、植
物
の
方
言

と
し
て〈
か
ぼ
ち
ゃ（
南
瓜
）〉〈
露つ
ゆ
く
さ草

〉〈
彼ひ
が
ん
ば
な

岸
花
〉

〈
み
ぞ
そ
ば
〉〈
桑
の
実
〉の
方
言
を
取
り
上
げ

て
、市
内
で
の
方
言
分
布
を
見
た
こ
と
が
あ
り

ま
す
が
、今
回
は
、大
杉
町
、尾
小
屋
町
、符
津

町
、龍
助
町
、安
宅
町
の
５
地
点（
集
落
）で
聞
い

た
、そ
れ
以
外
の
植
物
の
方
言
を
ご
紹
介
し
ま

し
ょ
う
。

〈
す
み
れ（
菫
）〉は
子
ど
も
の
遊
び
相
手

　
玩お
も
ち
ゃ具

や
ゲ
ー
ム
が
氾は

ん
ら
ん濫

し
て
い
る
現
在
と

違
っ
て
、昔
の
子
ど
も
に
と
っ
て
は
、野
の
植
物

は
恰か
っ
こ
う好

の
遊
び
相
手
で
し
た
。例
え
ば
、春
に
道

端
に
咲
く〈
す
み
れ
〉の
花
の
首
の
部
分
を
ひ
っ

か
け
て
友
達
と
引
き
合
い
ま
せ
ん
で
し
た
か
。

そ
ん
な
遊
び
を
す
る
花
と
い
う
こ
と
で
、大
杉
・

尾
小
屋
で
は
、ス
モ
ー
ト
リ
バ
ナ
、ス
モ
ト
リ
バ

ナ
の
方
言
が
聞
か
れ
ま
し
た
。筆
者
は〈
お
お
ば

こ（
車
前
草
）〉の
穂
を
使
っ
て
引
き
合
っ
て
遊
ん

だ
こ
と
も
あ
り
ま
す
。所
に
よ
り〈
お
お
ば
こ
〉

に
ス
モ
ー
ト
リ
グ
サ
の
名
が
あ
る
の
は
そ
の
た

め
で
す
。〈
お
お
ば
こ
〉の
方
言
は
符
津
で
オ
ー
バ

（
大お
お
ば葉

の
意
）を
聞
き
ま
し
た
。

〈
ぜ
ん
ま
い（
薇
）〉の
綿わ
た

で
ボ
ー
ル
を
作
る

　
春
の
山
菜
を
代
表
す
る
も
の
に
、〈
ぜ
ん
ま

い
〉と〈
わ
ら
び（
蕨
）〉が
あ
り
ま
す
。と
も
に
方

言
と
し
て
変
わ
っ
た
言
い
方
が
あ
る
わ
け
で
は

あ
り
ま
せ
ん
が
、〈
ぜ
ん
ま
い
〉は
ジ
ェ
ン
マ
イ
、

ジ
ェ
ン
メ
ー
の
発
音
が
聞
か
れ
ま
し
た
。尾
小

屋
で
は
、食
用
の
も
の
を
オ
ン
ナ
ジ
ェ
ン
マ
イ
、

固
く
て
食
べ
ら
れ
な
い
も
の
を
オ
ト
コ
ジ
ェ
ン

マ
イ（
符
津
で
は
ヘ
ビ
ノ
ジ
ェ
ン
マ
イ
）と
言
っ
て

区
別
し
た
と
言
い
ま
す
。筆
者
な
ど
は
小
さ
い

頃こ
ろ

、若
い〈
ぜ
ん
ま
い
〉に
つ
い
て
い
る
綿
状
の

も
の
を
た
く
さ
ん
集
め
て
丸
く
固
め
、糸
で
巻

い
て
ボ
ー
ル
に
し
て
遊
ん
だ
こ
と
を
よ
く
覚
え

て
い
ま
す
。そ
の
綿
状
の
も
の
を
大
杉
で
は
ワ

タ
ボ
ー
シ
と
呼
ん
で
い
ま
し
た
。

〈
い
た
ど
り（
虎
杖
）〉は
空
腹
時
の
お
や
つ

　
尾
小
屋
で
は〈
い
た
ど
り
〉を
ス
イ
カ
ン
ボ
と

言
う
そ
う
で
す
。春
、山
に
山
菜
取
り
に
行
っ
た

と
き
な
ど
、お
腹
が
す
く
と
、昔
の
子
は
野
に
生

え
て
い
る〈
い
た
ど
り
〉を
折
り
取
っ
て
生
の
ま

ま
お
や
つ
代
わ
り
に
か
じ
っ
た
も
の
で
す
。そ
の

酸
っ
ぱ
さ
が
何
と
も
食
欲
を
そ
そ
っ
た
も
の
で

す
。

　
子
ど
も
の
お
や
つ
と
言
え
ば
、す
で
に
連
載

42
回（
01
年
９
月
）で
紹
介
し
た〈
桑
の
実
〉が
あ

り
ま
す
。小
松
の
方
言
で
は
、ツ
バ
メ
、ツ
バ
ミ

が
代
表
的
な
も
の
で
し
た
が
、甘
く
熟
し
た〈
桑

の
実
〉を
口
の
周
り
を
青
黒
く
し
て
食
べ
た
こ

と
を
懐
か
し
く
思
い
出
さ
れ
る
方
も
い
る
で

し
ょ
う
。

　
今
回
は
、子
ど
も
に
と
っ
て
身
近
な
植
物
の

方
言
を
取
り
上
げ
て
み
ま
し
た
。こ
う
い
う
植

物
と
の
思
い
出
が
作
り
に
く
い
今
の
子
ど
も
た

ち
は
、ち
ょ
っ
と
か
わ
い
そ
う
で
す
ね
。
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2003年6月号

植
物
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
２

　
先
月
号
か
ら
再
び
植
物
の
方
言
を
取
り
上
げ

て
い
ま
す
が
、こ
の
時
期
は
金
沢
市
内
で
も
店

先
で
野
菜
の
苗
や
種
が
売
ら
れ
て
い
る
の
を
よ

く
見
か
け
ま
す
。し
か
し
、そ
こ
で
売
ら
れ
て
い

る
野
菜
の
名
に
方
言
名
を
見
か
け
る
こ
と
は
ま

ず
あ
り
ま
せ
ん
。

　
最
近
で
は
野
菜
の
名
前
の
世
界
に
も
共
通
語

化
の
波
が
押
し
寄
せ
、若
い
人
た
ち
や
子
ど
も

た
ち
か
ら
野
菜
の
方
言
名
を
聞
く
こ
と
は
難
し

く
な
っ
て
い
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。野
の
草
花
の

名
前
な
ど
と
違
っ
て
、野
菜
の
場
合
に
は
、マ
ー

ケ
ッ
ト
の
野
菜
売
り
場
や
さ
ま
ざ
ま
な
所
で
共

通
語
名
の
情
報
が
あ
ふ
れ
て
い
る
た
め
で
し
ょ

う
。

　
し
か
し
、年
輩
の
人
た
ち
の
中
に
は
、今
で
も

思
わ
ず
、ボ
ブ
ラ
、ナ
ス
ビ
、ゴ
ン
ボ
な
ど
、昔
な

が
ら
の
野
菜
の
方
言
が
口
を
つ
い
て
出
る
方
も

い
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。今
月
は
そ
ん

な
野
菜
の
方
言
を
見
て
み
ま
し
ょ
う
。

衰
退
に
向
か
う
野
菜
の
方
言

　
ボ
ブ
ラ
、ナ
ス
ビ
、ゴ
ン
ボ
は
、そ
れ
ぞ
れ「
か

ぼ
ち
ゃ（
南
瓜
）」「
茄な

す子
」「
牛ご
ぼ
う蒡

」を
さ
す
方
言

形
で
す
。ボ
ブ
ラ
を
含
む「
か
ぼ
ち
ゃ
」の
方
言

に
つ
い
て
は
、本
連
載
99
年
３
月
号
で
ご
紹
介

し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、ボ
ブ
ラ
の
類
が
中

世
末
に
伝
わ
っ
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
起
源
と
知
っ

て
意
外
に
思
わ
れ
た
方
も
い
た
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。

　「
か
ぼ
ち
ゃ
」と
同
じ
渡
来
作
物
と
言
え
ば
、

「
唐と
う
が
ら
し

辛
子
」や「
玉と
う
も
ろ
こ
し

蜀
黍
」が
あ
り
ま
す
が
、南な
ん

蛮ば
ん

渡
来
と
い
う
こ
と
で
、小
松
で
も「
唐
辛
子

（
ピ
ー
マ
ン
も
）」に
ナ
ン
バ
、「
玉
蜀
黍
」に
ナ
ン

バ
キ
ビ
の
方
言
が
聞
か
れ
ま
す
。「
玉
蜀
黍
」に

は
、ほ
か
に
ト
ー
キ
ビ
、サ
ト
キ
ビ
も
聞
か
れ
ま

し
た
。ト
ー
キ
ビ
は
南
の
福
井
県
嶺
北
地
方
か

ら
加
賀
地
方
に
広
く
分
布
の
見
ら
れ
る
も
の
で

す
。

　
ナ
ス
ビ
、ゴ
ン
ボ
も
、本
来「
茄
子
」「
牛
蒡
」の

関
西
地
方
で
の
古
い
呼
び
名
で
、小
松
に
限
ら

ず
、北
陸
地
方
を
は
じ
め
全
国
各
地
に
使
わ
れ

て
い
ま
し
た
。ゴ
ン
ボ
は
、野
菜
と
し
て
の
牛
蒡

の
方
言
以
外
に
も
、「
ゴ
ン
ボ
　
ホ
ル（
牛
蒡
を

掘
る
）」と
い
う
慣
用
句
の
形
で
、東
北
の
青
森
・

岩
手
・
秋
田
・
宮
城
県
で
は「
し
つ
こ
く
文
句
を

言
う
」「
子
ど
も
が
だ
だ
を
こ
ね
る
」な
ど
の
意
、

岐
阜
県
飛ひ

だ騨
地
方
で
は「
も
の
ご
と
を
し
つ
こ

く
穿せ
ん
さ
く鑿
す
る
」の
意
で
も
使
わ
れ
て
き
ま
し
た
。

　
で
は
、小
松
で
聞
か
れ
る
、そ
れ
以
外
の
野
菜

の
方
言
を
列
挙
し
て
み
ま
し
ょ
う
。

　
エ
モ
は
大
杉
で
の
芋
の
総
称
、イ
モ
ノ
コ（
芋

の
子
。大
杉
で
エ
モ
ン
コ
、エ
ガ
エ
モ
と
も
）は

「
里
芋
」の
こ
と
で
す
。「
里
芋
」と
言
え
ば
、里

芋
の
株（
親
芋
）を
さ
す
ガ
シ
ラ
・
カ
シ
ラ
も
聞

か
れ
ま
し
た
。「
カ
ッ
ツ
ケ
イ
モ
」は
大
杉
で
聞

か
れ
た「
じ
ゃ
が
芋
」の
方
言
で
す
。

　
ま
た
、「
葱ね
ぎ

」の
ネ
ブ
カ（
根
深
）、「
落ら
っ
か
せ
い

花
生
」の

ソ
コ
マ
メ（
底
豆
）、ナ
ン
キ
ン
マ
メ（
南
京
豆
）、

「
大だ
い
ず豆

」の
ア
ジ
ェ
マ
メ（
畦あ
ぜ

豆
）、ミ
ソ
マ
メ（
味み

噌そ

豆
）、キ
ナ
コ
マ
メ（
黄き
な
こ粉
豆
）、「
空
豆
」の
オ

タ
フ
ク
マ
メ（
お
多
福
豆
）は
、そ
れ
ぞ
れ
の
野

菜
の
特
徴
、形
、そ
れ
に
よ
っ
て
作
ら
れ
る
製
品

な
ど
に
注
目
し
た
名
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。素
朴
な
名
付
け
の
心
理
が
垣か
い
ま間
見
え
る
野

菜
の
方
言
の
世
界
で
す
。
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2003年7月号

植
物
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
３

　
こ
れ
を
お
読
み
い
た
だ
く
７
月
初
め
は
、梅つ

雨ゆ

の
雨
に
濡ぬ

れ
て
、植
物
の
緑
が
ひ
と
き
わ
濃

く
見
え
る
頃こ
ろ

で
し
ょ
う
。本
紙
先
月
号
で
は
、環

境
へ
の
小
松
市
民
の
新
し
い
挑
戦
が
取
り
上
げ

ら
れ
て
い
ま
し
た
が
、こ
の
豊
か
な
緑
を
守
り
、

次
代
に
引
き
継
ぐ
責
任
が
私
た
ち
に
は
あ
る
の

で
す
。そ
し
て
、本
連
載
で
ご
紹
介
し
て
い
る
方

言
も
ま
た
、地
域
の
豊
か
な
言
語
環
境
を
育
て

て
き
た
大
切
な
も
の
。方
言
が
衰
退
に
向
か
う

の
は
一
部
に
や
む
を
得
な
い
理
由
が
あ
る
と
し

て
も
、こ
う
い
う
時
期
だ
か
ら
こ
そ
、自
然
環
境

だ
け
で
な
く
、言
語
環
境
を
豊
か
に
す
る
方
言

の
価
値
や
役
割
を
今
一
度
見
直
し
た
い
も
の
だ

と
思
い
ま
す
。

　
先
々
月
は
子
ど
も
に
身
近
な
植
物
、先
月
は

野
菜
の
方
言
を
見
ま
し
た
。今
月
は
、そ
れ
ら
以

外
の
植
物
の
方
言
、そ
し
て
植
物
に
ま
つ
わ
る

方
言
を
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
の
植
物
の
方
言
あ
れ
こ
れ

　
梅
干
し
作
り
に
欠
か
せ
な
い
紫し

そ蘇
は
チ
ソ
と

発
音
さ
れ
ま
す
。こ
の
発
音
は
北
陸
地
方
を
は

じ
め
、全
国
的
に
か
な
り
広
く
聞
か
れ
る
も
の

で
す
。コ
ケ
が
、苔こ
け

よ
り
も
茸
き
の
こ

を
さ
し
て
用
い
ら

れ
る
の
も
、北
陸
全
域
に
共
通
す
る
特
徴
で
す
。

　
田
ん
ぼ
の
邪じ
ゃ
ま魔

者
、稗ひ
え

に
は
ヘ
ー
の
発
音
、

そ
し
て
蕗ふ
き

に
フ
ー
キ
、柿か
き

に
カ
ー
キ
、梨な
し

に
ナ
ー

シ
、藤ふ
じ

に
フ
ー
ジ
、蔓つ
る

に
ツ
ー
ル
の
発
音（
傍
線

部
を
高
く
発
音
）が
聞
か
れ
ま
し
た
。フ
ー
キ
か

ら
ツ
ー
ル
の
よ
う
に
、２
拍
名
詞
の
一
部
の
語

の
１
拍
目
が
伸
び
て
発
音
さ
れ
る
の
は
、ク
ー

ツ（
靴
）、ナ
ー
ツ（
夏
）、ア
ー
シ（
足
）な
ど
と
同

様
、旧
能の

み美
郡ぐ
ん

域
で
聞
か
れ
る
〝
能の
ん
ご
り

美
郡
こ
と

ば
〞の
発
音
上
の
特
色
と
し
て
知
ら
れ
て
い
ま

す
。

　
野
生
の
山
芋
で
あ
る
ジ
ネ
ン
ジ
ョ
の
蔓
に
つ

く
実（
む
か
ご
）に
は
ゴ
ン
ゴ
、ゴ
ン
ゴ
ー
、繁は
こ
べ縷

に
は
ア
サ
シ
ラ
ギ
、ア
シ
ャ
シ
ャ
ギ（
ア
サ
シ
ラ

ギ
の
音
変
化
形
）が
聞
か
れ
ま
し
た
。山
の
谷
川

の
脇
に
生
え
る
水み
ず
ぶ
き蕗

は
、尾
小
屋
で
カ
タ
ハ（
金

沢
辺
で
も
こ
う
呼
ぶ
）、ヨ
イ
ナ
と
呼
ば
れ
ま
す

が
、大
杉
で
は
タ
ニ
タ
ニ
が
聞
か
れ
ま
し
た
。山

の
谷
に
生
え
る
か
ら
タ
ニ
タ
ニ
な
の
で
し
ょ
う

か
。グ
ン
ド
は
大
杉
で
山
葡ぶ
ど
う萄

、ビ
ン
バ
ナ
は
尾

小
屋
で
鳳ほ
う
せ
ん
か

仙
花
を
さ
し
ま
す
。

　
モ
チ
グ
サ
は
蓬
よ
も
ぎ
の
こ
と
。蓬
の
新
芽
を
摘
ん

で
草
餅も
ち

を
作
る
こ
と
か
ら
こ
う
呼
ば
れ
る
よ
う

で
す
。ド
ク
ダ
メ
は
薬
草
の「
ど
く
だ
み
」の
こ

と
で
す
。「
ど
く
だ
み
」の
葉
を
熱
し
て
柔
ら
か

く
し
、化か
の
う膿

し
た
箇か
し
ょ所

に
塗
る
と
膿う
み

を
吸
い
出

し
て
く
れ
る
の
で
、「
毒ど
く
だ溜

め
」の
民
間
語
源
に

よ
る
名
で
し
ょ
う
。「
ど
く
だ
み
」が
化
膿
に
効き

く
の
は
、筆
者
も
子
ど
も
の
頃
に
体
験
済
み
で

す
の
で
、ぜ
ひ
一
度
お
試
し
く
だ
さ
い
。

　「
植
物
が
腐
っ
て
悪
臭
が
す
る
」こ
と
を
、ネ

グ
ソ
ー
ナ
ル
、ネ
ン
ソ
ナ
ル
、「
植
物
が
水
気
を

失
っ
て
弱
る
」こ
と
を
、シ
ナ
ビ
ル
、シ
オ
レ
ル

の
よ
う
に
言
い
ま
す
。「
植
物
の
実
が
熟
す
」こ

と
は
、ミ
ガ
イ
ル
、イ
ロ
ク
ル
、イ
ロ
ツ
ク
、イ
ロ

ズ
ク
、イ
ロ
ム
な
ど
、色
々
な
言
い
方
が
聞
か
れ

ま
し
た
。大
杉
の
ヨ
ー
ダ
は「
熟
し
た
」の
意
で

す
。

　
以
上
、３
か
月
に
わ
た
っ
て
植
物
の
方
言
を

ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
。来
月
か
ら
は
、「
季

節
・
気
候
」に
関
す
る
方
言
を
取
り
上
げ
る
予
定

で
す
。ど
う
ぞ
お
楽
し
み
に
。
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季
節
・
気
候
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
１

　
今
年
も
ま
た
暑
い
夏
が
や
っ
て
き
ま
し
た
。

北
陸
の
夏
は
蒸
し
暑
く
て
つ
ら
い
と
よ
く
言
わ

れ
ま
す
が
、東
南
ア
ジ
ア
や
ア
フ
リ
カ
な
ど
、常と
こ

夏な
つ

の
国
か
ら
金
沢
大
学
に
や
っ
て
き
た
留
学
生

の
口
か
ら
は
、四
季
が
は
っ
き
り
し
て
い
る
日

本
が
羨
う
ら
や

ま
し
い
と
い
っ
た
こ
と
ば
を
聞
く
こ
と

が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。中
で
も
、私
た
ち
の

暮
ら
す
北
陸
地
方
は
、太
平
洋
側
と
違
っ
て
冬

に
は
雪
も
降
り
、四
季
の
移
ろ
い
を
よ
り
強
く

感
じ
る
こ
と
の
で
き
る
地
域
と
言
え
る
で
し
ょ

う
。

　
今
月
か
ら
は
、そ
ん
な「
季
節
・
気
候
」に
関
す

る
小
松
の
方
言
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

日
本
語
は
自
然
に
関
す
る
語ご

い彙
が
豊
富

　
著
名
な
国
語
学
者
、金き
ん
だ
い
ち

田
一
春
彦
氏
は『
日
本

語 

新
版（
上
）』（
岩
波
新
書
）の
中
で
、「
日
本
語

に
は
自
然
を
表
わ
す
語
彙
が
多
い
と
い
う
の
が

定
評
で
あ
る
が
、こ
れ
は
日
本
の
自
然
が
変
化

に
富
ん
で
い
る
こ
と
と
、も
う
一
つ
日
本
人
が

自
然
に
親
し
み
、強
い
関
心
を
も
っ
て
来
た
こ

と
を
意
味
す
る
。」（
１
６
１
ペ
ー
ジ
）と
書
い
て

い
ま
す
。と
す
れ
ば
、方
言
の
世
界
で
も
自
然
現

象
、例
え
ば「
季
節
・
気
候
」に
関
す
る
語
彙
が
多

い
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

北
陸
の
冬
を
象
徴
す
る
雪
の
方
言

　
で
は
ま
ず
、ヨ
ー
キ（
天
候
、天
気
の
意
）に
関

す
る
方
言
か
ら
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

　
季
節
の
中
で
も
、北
陸
と
言
え
ば
や
は
り
冬
。

そ
し
て
、冬
と
言
え
ば
雪
で
す
。雪
の
こ
と
は
ユ

キ
と
し
か
言
い
ま
せ
ん
が
、雪
の
種
類
を
言
う

方
言
に
は
色
々
聞
か
れ
ま
す
。粉
雪
に
は
、コ
ン

カ
ユ
キ（
コ
ン
カ
は
玄
米
を
精
米
す
る
と
き
に

出
る「
糠ぬ
か

」の
こ
と
）、ふ
わ
ふ
わ
し
た
大
き
な

雪
に
は
、ボ
タ
ユ
キ
、ボ
タ
ン
ユ
キ
、そ
し
て
冬

の
初
め
な
ど
の
水
気
の
多
い
雪（
＝
み
ぞ
れ
）に

は
、ベ
タ
ユ
キ
、バ
タ
ユ
キ
、バ
タ
バ
タ
ユ
キ
、ミ

ズ
ユ
キ
、ア
マ
ケ
ノ
ユ
キ
な
ど
の
名
が
聞
か
れ

ま
し
た
。

　
雪
に
関
す
る
方
言
と
言
え
ば
、拙
稿「
日
本
海

側
の
雪
の
こ
と
ば
ー
北
陸
地
方
の
雪
に
ま
つ
わ

る
こ
と
ば
ー
」（『
日
本
語
学
』21
―
１
、明
治
書

院
、２
０
０
２
年
）で
は
、『
現
代
日
本
語
方
言

大
辞
典
６
』（
明
治
書
院
）の「
雪
」の
項
に
載
る

雪
の
種
類
名
の
数
を
各
県（
代
表
地
点
1
地
点

の
み
）ご
と
に
調
べ
て
表
に
示
し
ま
し
た
。す
る

と
、沖
縄
を
は
じ
め
四
国
や
九
州
で
は
ユ
キ
一

語
の
み
と
い
う
県
が
多
い
の
に
、北
海
道
か
ら

東
北
の
日
本
海
側
、北
陸
地
方
で
は
雪
の
名
前

の
数
が
多
く
な
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
し
た
。最

も
多
い
の
が
、青
森（
青
森
市
）・
長
野（
秋
山
郷
）

の
15
種
類
で
し
た
。

　
ま
た
、そ
れ
と
は
別
の
資
料
で
す
が
、天あ
ま
の野

義よ
し

廣ひ
ろ

氏
に
よ
れ
ば
、小
松
に
近
い
福
井
県
勝か
つ
や
ま山

市

方
言
で
、合
わ
せ
て
20
種
近
い
雪
の
名
が
報
告

さ
れ
て
い
ま
す
。多
雪
地
帯
の
生
活
が
、多
く
の

雪
の
名
を
必
要
と
し
た
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
小
松
の
方
言
に
話
を
戻
し
ま
し
ょ
う
。冬
の

季
節
に
関
す
る
も
の
に
、霰
あ
ら
れ

を
さ
す
ア
ラ
ネ
が

聞
か
れ
ま
す
。市
内
で
も
雪
の
多
い
大
杉
町
で

は
、表
層
な
だ
れ
を
さ
す
ア
ワ
も
聞
か
れ
ま
し

た
。ア
ワ
　
デ
タ（
表
層
な
だ
れ
が
起
き
た
）の

よ
う
に
言
う
よ
う
で
す
。

　
今
回
は
こ
れ
で
紙
幅
が
尽
き
ま
し
た
。次
号

に
続
け
ま
す
。
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季
節
・
気
候
に
関
す
る
方
言

そ
の
２

　
雪
の
季
節
に
は
ま
だ
だ
い
ぶ
あ
り
ま
す
が
、

先
月
に
続
い
て
、冬
の
季
節
・
気
候
に
関
す
る
方

言
で
す
。

　
市
内
全
域（
約
１
１
０
集
落
）で
行
っ
た
言
語

地
理
学
的
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、本
連
載
で

は
す
で
に
、〈
雪
渡
り
〉（
98
年
６
月
・
２
０
０
０

年
３
月
）、〈
氷つ
ら
ら柱
〉（
同
年
１
月
）、〈（
雪
に
足
が
）

は
ま
る
〉（
同
年
２
月
）、〈（
雪
道
に
作
る
）落
と

し
穴
〉（
２
０
０
１
年
３
月
）の
方
言
に
つ
い
て

ご
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。〈
雪
渡
り
〉で

は
ソ
ラ
ア
ル
キ
、オ
シ
ョ
ラ
キ
、ウ
ワ
ア
ル
キ
な

ど
、〈
氷
柱
〉で
は
タ
ル
キ
、タ
ロ
キ
な
ど
、〈（
雪

に
足
が
）は
ま
る
〉で
は
ウ
ツ
ル
、ゴ
ボ
ル
な
ど
、

〈（
雪
道
に
作
る
）落
と
し
穴
〉で
は
ウ
ツ
リ
コ
、

オ
チ
ン
コ
な
ど
、い
ず
れ
も
雪
国
な
ら
で
は
の

多
彩
な
方
言
形
の
分
布
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま

し
た
。ま
た
北
陸
の
冬
の
名
物
と
言
え
ば
雪
を

呼
ぶ
雷
。こ
れ
も
本
紙
99
年
10
月
号
で
紹
介
し

た〈
雷
〉の
方
言
の
中
に
、ユ
キ
フ
リ
ガ
ミ
、ユ
キ

ガ
ミ
、ユ
キ
ガ
ミ
ナ
リ
が
あ
り
ま
し
た
。詳
し
く

は
本
紙
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

大
杉
町
・
符
津
町
の
冬
の
季
節
・
気
候
に
関
す

る
方
言

　
さ
て
今
月
は
、冬
の
季
節
・
気
候
に
関
す
る
方

言
を
、市
内
で
も
雪
の
多
い
山
間
部
の
大
杉
町

と
、Ｊ
Ｒ
粟
津
駅
に
近
い
平
野
部
の
符ふ

つ津
町
を

比
較
す
る
形
で
見
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
寒
さ
で
濡ぬ

れ
た
手
拭ぬ
ぐ
いや
雑ぞ
う
き
ん巾
な
ど
が
凍
る
こ

と
を
大
杉
で
は
シ
ミ
ル
、符
津
で
は
カ
チ
カ
チ

ニ
ナ
ル
と
言
い
ま
す
。シ
ミ
ル
と
言
え
ば
符
津

で
は「
氷
が
は
る
ほ
ど
に
冷
え
る
」の
意
と
な
り

ま
す
。ま
た
、寒
さ
の
た
め
に
手
足
な
ど
に
で
き

る
霜
焼
け（
凍
傷
）は
大
杉
で
シ
ン
バ
リ
、符
津

で
シ
ン
バ
レ
で
す
。シ
ン
バ
リ
は
恐
ら
く
、凍
る

く
ら
い
に
冷
え
る（
シ
ミ
ル
）と
腫は

れ
て
で
き
る

と
い
う
シ
ミ
バ
レ
が
、シ
ン
バ
レ
↓
シ
ン
バ
リ
と

変
化
し
た
も
の
で
す
。寒
さ
で
凍こ
ご

え
る
こ
と
を
、

大
杉
で
カ
ン
ジ
ル（
寒か
ん

じ
る
）、符
津
で
カ
ジ
ケ

ル
、カ
ン
ジ
ケ
ル
と
言
い
ま
す
。冬
の
前
に
吹
く

北
風
は
符
津
で
ア
イ
ノ
カ
ゼ
、冬
の
雷
は
大
杉

が
ユ
キ
ガ
ミ
サ
マ
、符
津
が
ユ
キ
ガ
ミ
ナ
リ
、雪

掻か

き
は
符
津
で
ユ
キ
ワ
リ
、雪
道
を
歩
く
と
き

に
履
物
に
つ
け
た「
か
ん
じ
き
」は
大
杉
で
カ
ン

ズ
キ
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、冬
の
生
活
と
言
え
ば
、昔
は
ど
の

家
に
も
あ
っ
た
囲い

ろ

り

炉
裏
。暖
を
と
る
た
め
に
家

族
が
囲
炉
裏
の
周
り
に
集
ま
っ
て
話
を
す
る
。

そ
ん
な
生
活
の
中
で
、方
言
は
上
の
世
代
か
ら

下
の
世
代
へ
と
受
け
継
が
れ
て
い
っ
た
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。そ
の
囲
炉
裏
の
こ
と
を
大
杉
で

は
ジ
ロ
、符
津
で
は
イ
リ
リ
と
言
い
ま
し
た
。ジ

ロ
は
小
松
市
内
で
は
大
杉
・
丸
山
・
花は
な
た
て立
と
い
っ

た
山
間
部
に
し
か
聞
か
れ
ま
せ
ん
が
、鳥
越
村

か
ら
白
峰
村
に
か
け
て
の
白は
く
さ
ん
ろ
く

山
麓
一
帯
に
分
布

す
る
方
言
形
で
、小
松
で
は
最
も
古
い
方
言
形

だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。

　
囲
炉
裏
と
言
え
ば
、そ
の
上
に
吊つ

っ
て
あ
っ
た

棚
の
こ
と
を
大
杉
で
ヒ
ヤ
マ（「
火ひ
あ
ま天

」の
変
化

し
た
形
）と
言
っ
た
よ
う
で
す
。ま
た
、囲
炉
裏

や
火
鉢
の
灰
を
す
く
う
金
属
製
の
十
じ
ゅ
う
の
う能
は
セ
ン

バ
、鍋な
べ

・
釜か
ま

や
や
か
ん
を
の
せ
る
三
本
足
の
金
属

製
の
道
具
は
サ
ン
ト
ク（「
三さ
ん
と
く徳

」か
ら
）で
す
。

　
で
は
、次
回
も
季
節
・
気
候
に
関
す
る
方
言
を

続
け
ま
す
。
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季
節
・
気
候
に
関
す
る
方
言

そ
の
３

　
先
月
、先
々
月
は
、季
節
外
れ
の
冬
の
季
節
・

気
候
に
関
す
る
方
言
を
ご
紹
介
し
ま
し
た
が
、

今
月
も
季
節
や
気
候
に
関
係
の
あ
る
方
言
を
取

り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

風
の
名
前
の
方
言

　
風
の
名
前
を「
風ふ
う
い
め
い

位
名
」な
ど
と
呼
ぶ
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、皆
さ
ん
は
風
の
名
前
を
日
頃ご
ろ

ど
れ
く
ら
い
使
っ
て
い
る
で
し
ょ
う
か
。一
般
的

に
、内
陸
部
や
山
間
部
に
比
べ
て
、海
岸
部（
漁

村
）で
は
風
位
名
が
多
く
な
る
と
言
わ
れ
ま
す
。

漁
業
と
い
う
職
業
が
、そ
れ
だ
け
風
に
深
い
関

心
を
払
わ
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
こ
と
の
証
拠
と

言
え
る
で
し
ょ
う
。

　
小
松
市
内
を
代
表
す
る
漁
村
で
あ
る
安あ
た
か宅

町

で
は
、ア
イ
ノ
カ
ゼ（
冬
の
前
に
吹
く
北
、あ
る

い
は
北
東
の
風
）、タ
バ
カ
ゼ（
沖
か
ら
ま
っ
す

ぐ
に
吹
く
強
い
北
西
の
風
）、ボ
ン
ボ
カ
ゼ（
春

に
フ
ェ
ー
ン
現
象
が
起
こ
っ
た
と
き
な
ど
に
吹

く
強
い
南
風
。春
一
番
の
こ
と
も
）、ク
ダ
リ
カ
ゼ

（
南
風
）、ミ
ナ
ミ
カ
ゼ（
春
に
吹
く
南
風
）、タ

カ
カ
ゼ（
海
か
ら
の
風
）、ヒ
ク
カ
ゼ（
陸
か
ら
の

風
）な
ど
の
名
前
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
ア
イ
ノ
カ
ゼ
は
、一
般
的
に
は
秋
か
ら
冬
に

か
け
て
吹
く
北
か
ら
の
風
を
さ
す
場
合
が
多

く
、北
陸
地
方
を
は
じ
め
、青
森
か
ら
山
陰
地

方
ま
で
の
日
本
海
側
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
、

冬
の
風
を
代
表
す
る
名
前
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。ま
た
、同
じ
北
風
の
仲
間
の
タ
バ
カ
ゼ

は
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）で
は「
玉た
ま

風か
ぜ

」の
音
変
化
形
と
解
し
て
い
ま
す
。北
か
ら
吹

く
突
風
を
、風
の
固
ま
り（
玉
）に
喩た
と

え
た
名
で

し
ょ
う
か
。タ
バ
カ
ゼ
は
、北
風
系
統
の
名
と
し

て
日
本
海
側
の
青
森
、秋
田
、山
形
、新
潟（
佐

渡
）、石
川
、福
井
な
ど
に
分
布
し
、ほ
か
に
突
風

の
名
と
し
て
奈
良
、和
歌
山
、香
川
、愛
媛
、長
崎

な
ど
の
西
日
本
に
も
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。

　
春
の
強
い
南
風
を
さ
す
ボ
ン
ボ
カ
ゼ
は
、安

宅
の
ほ
か
に
大
杉
町
で
も
聞
か
れ
ま
し
た
し
、

同
じ
風
の
こ
と
を
、尾お

ご

や
小
屋
町
で
は
ボ
ン
ボ
コ

カ
ゼ
、符ふ

つ津
町
で
は
ボ
ン
ボ
ラ
カ
ゼ
と
も
言
う

よ
う
で
す
。尾
小
屋
で
は
、「
ボ
ン
ボ
コ
カ
ゼ
ガ

フ
ク
ト
　
ユ
キ
　
キ
エ
ル（
春
一
番
が
吹
く
と
雪

が
消
え
る
）」と
言
う
と
の
こ
と
で
し
た
。ク
ダ
リ

（
カ
ゼ
）は
春
か
ら
夏
に
か
け
て
吹
く
南
風
で
、

こ
の
名
も
ま
た
青
森
、新
潟
、北
陸
、そ
し
て
山

陰
の
一
部
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
ま
す
。

　
タ
カ
カ
ゼ（「
高
風
」の
意
）、ヒ
ク
カ
ゼ（「
低

風
」の
意
）は
い
わ
ゆ
る
海か
い
ふ
う風

、陸り
く
ふ
う風

に
あ
た
る

も
の
で
、単
に
海
か
ら
吹
く
、陸
か
ら
吹
く
と
い

う
方
向
だ
け
で
な
く
、一
日
の
中
で
言
え
ば
、タ

カ
カ
ゼ（
海
風
）が
日
中
、ヒ
ク
カ
ゼ（
陸
風
）が

夜
と
い
う
ふ
う
に
、時
間
帯
に
よ
っ
て
風
向
き

が
変
わ
る
場
合
に
も
言
う
よ
う
で
す
。

　
風
の
関
係
で
は
、安
宅
で
は
ほ
か
に
タ
ツ
マ

キ（
竜
巻
）、オ
ー
カ
ゼ（
台
風
）も
聞
か
れ
ま
し

た
。ま
た
、こ
れ
も
共
通
語
的
に
広
く
通
用
し

て
い
ま
す
が
、海
が
嵐
で
荒
れ
る
こ
と
を
シ
ケ

と
も
言
っ
て
い
ま
す
。「
ウ
ミ
　
シ
ケ
テ
ク
ッ
ロ
ー

（
海
が
荒
れ
て
く
る
ぞ
）」と
い
っ
た
具
合
で

す
。ほ
か
に
、大
杉
・
尾
小
屋
で
は
、ア
ラ
シ（
大

杉
で
は
夏
に
吹
く
涼
し
い
風
、尾
小
屋
で
は
雨

ま
じ
り
の
台
風
）も
聞
き
ま
し
た
。

　
今
回
は
風
の
名
前
で
紙
幅
が
尽
き
て
し
ま
い

ま
し
た
。次
回
も
さ
ら
に
季
節
・
気
候
に
関
す
る

方
言
を
続
け
ま
す
。
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季
節
・
気
候
に
関
す
る
方
言

そ
の
４

　
今
年
も
早
い
も
の
で
残
す
と
こ
ろ
あ
と
二ふ
た

月
。旧
暦
霜し
も
つ
き月
の
名
の
と
お
り
、晩
秋
の
冷
え
込

み
が
厳
し
い
季
節
に
な
り
ま
し
た
。し
か
し
、そ

ん
な
寒
い
季
節
で
も
、方
言
の
話
題
は
な
ぜ
か

地
域
に
暮
ら
す
人
の
心
を
な
ご
ま
せ
、暖
か
く

し
て
く
れ
る
も
の
で
す
。今
回
も
引
き
続
き
、小

松
の
季
節
・
気
候
に
関
す
る
方
言
を
見
て
い
く

こ
と
に
し
ま
す
。 

敬
意
を
込
め
て
ヒ
ー
サ
マ
、ホ
ッ
サ
マ

　
私
た
ち
太
陽
系
の
人
類
に
と
っ
て
命
の
源
の

太
陽
。そ
ん
な
太
陽
の
こ
と
を
、敬
意
を
込
め
て

ヒ
ー
サ
マ
、オ
ヒ
ー
サ
マ
、オ
ヒ
サ
ン
、オ
ヒ
ー
サ

ン
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。日
が
昇
り
、日
が
沈
む

こ
と
も
、「
オ
ヒ
ー
サ
ン
　
デ
サ
ッ
シ
ャ
ッ
タ（
お

日
様
が
お
出
に
な
っ
た
）」「
ヒ
ー
サ
マ
　
シ
ズ

マ
ッ
シ
ャ
ル（
お
日
様
が
お
沈
み
に
な
る
）」「
オ

ヒ
サ
ン
　
エ
カ
ッ
シ
ャ
ッ
タ（
お
日
様
が
い
ら
っ

し
ゃ
っ
た
＝
お
沈
み
な
っ
た
）」の
よ
う
に
表
現

し
て
い
ま
す
。太
陽
へ
の
素
朴
な
畏い
け
い敬

の
念
が

「
デ
サ
ッ
シ
ャ
ッ
タ
」「
シ
ズ
マ
ッ
シ
ャ
ル
」「
エ

カ
ッ
シ
ャ
ッ
タ
」の
敬
語
助
動
詞「
〜（
サ
）ッ
シ
ャ

ル
」に
込
め
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。 

　
太
陽（
お
日
様
）だ
け
で
な
く
、大
杉
町
で
は

夜
の
星
も
、ホ
ッ
サ
マ
と「
〜
様
」づ
け
で
呼
び
、

「
ホ
ッ
サ
マ
　
ナ
ガ
レ
テ
ゴ
ザ
ル （
お
星
様
が
流

れ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
）」の
よ
う
に
敬
意
を
込
め
た

「
〜（
テ
）ゴ
ザ
ル
」が
使
わ
れ
た
り
し
ま
す
。 

　
太
陽
の
光
、月
の
光
を
オ
テ
ラ
シ（「
お
照
ら

し
」か
ら
）と
言
い
ま
す
。例
え
ば
、「
ヒ
ー
サ
マ

ノ
　
オ
テ
ラ
シ（
お
日
様
の
光
）」と
い
っ
た
具

合
で
す
。オ
テ
ラ
シ
は
ま
た
、「
ガ
ン
コ
ナ
　
オ

テ
ラ
シ
ヤ（
強
い
日
照
り
だ
）」の
よ
う
に
も
使

わ
れ
て
い
ま
す
。大
杉
町
で
は
、長
期
間
雨
が
降

ら
な
い
日
照
り
の
こ
と
を
カ
ン
カ
ン
ヒ
デ
リ
と

言
う
と
の
こ
と
で
し
た
。カ
ン
カ
ン
と
は
日
差

し
が
強
い
こ
と
を
表
す
擬
態
語
で
す
。 

　
太
陽
が
出
れ
ば
好
天
な
わ
け
で
す
が
、そ
ん

な
良
い
天
気
を
大
杉
町
で
は
、「
テ
ン
ポ
ナ
　
ン

マ
イ
ヒ
ヤ
ッ
タ
ン
ナ（
す
ご
く
い
い
天
気
だ
っ

た
ね
え
）」の
よ
う
に
ン
マ
イ
ヒ
と
表
現
し
ま
す
。

「
う
ま
い（
具
合
の
）日
」と
い
う
わ
け
で
す
ね
。 

日
照
り
雨
は
キ
ツ
ネ
ノ
ヨ
メ
ド
リ
の
せ
い
？

　
青
空
が
見
え
る
の
に
降
る「
日
照
り
雨
」の

こ
と
を
キ
ツ
ネ
ノ
ヨ
メ
ド
リ
と
言
っ
て
い
ま
す
。

『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、青

森
県
南
部
や
富
山
県
砺と
な
み波

地
方
で
も「
日
照
り

雨
」の
こ
と
を
キ
ツ
ネ
ノ
ヨ
メ
ト
リ（
狐
き
つ
ね
の
嫁
取

り
）と
言
う
よ
う
で
す
し
、似
た
言
い
方
の
キ
ツ

ネ
ノ
ヨ
メ
イ
リ（
狐
の
嫁
入
り
）と
い
う
形
は
、

静
岡
・
岐
阜
・
三
重
・
兵
庫
・
島
根
・
広
島
・
香
川
・

高
知
な
ど
の
広
い
範
囲
に
分
布
す
る
こ
と
が
わ

か
り
ま
す
。 

　
雨
に
関
す
る
方
言
と
言
え
ば
、し
と
し
と
降

る
雨
を
さ
す
シ
ブ
シ
ブ
ア
メ
、夕
立
の
こ
と
を

言
う
ヨ
ダ
チ
も
聞
か
れ
ま
し
た
し
、ひ
ど
い
雨

を
大
杉
町
で
ガ
ン
コ
ナ
ア
メ
、大
雨
を
符
津
町

で
ガ
チ
ャ
ブ
リ
と
も
言
う
よ
う
で
す
。 

　
と
こ
ろ
で
、田
植
え
後
の
５
月
半
ば
の
雨
は

苗
の
成
長
を
助
け
る
貴
重
な
雨
。「
キ
ョ
ー
ノ
　

ア
メ
ワ
　
エ
ー
　
コ
ヤ
シ
ヤ
デ（
今
日
の
雨
は

い
い
肥
料
だ
よ
）」と
い
う
わ
け
で
、大
杉
町
で

は
コ
ヤ
シ
ノ
ア
メ
と
も
言
っ
た
そ
う
で
す
。 

連載
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連載
69

感
情
を
表
現
す
る
方
言
　

そ
の
１

感
情
表
現
は
共
通
語
に
は
置
き
換
え
に
く

い
？

　
昨
今
の
方
言
見
直
し
の
機
運
は
、一
般
の
方

た
ち
に
も
方
言
の
価
値
が
正
当
に
評
価
さ
れ
始

め
た
こ
と
を
示
す
も
の
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。筆

者
は
、方
言
の「
現
代
的
価
値
」と
は
、①
地
域
の

大
切
な
文
化
、②
生
活
の
こ
と
ば
、③
安
ら
ぎ
・

癒い
や

し
の
こ
と
ば
、④
ウ
チ
の
こ
と
ば
、⑤
郷
土
へ

の
帰
属
意
識
を
確
認
す
る
も
の
、⑥
言
語
的
ア

イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
拠よ

り
所
、⑦
共
通
語
に
は
置

き
換
え
ら
れ
な
い
・
置
き
換
え
に
く
い
こ
と
ば
、

⑧
多
様
な
日
本
語
の
一
つ
の
選
択
肢
、⑨
個
性

の
象
徴
、と
い
っ
た
も
の
が
あ
る
と
考
え
て
い

ま
す
が
、今
回
か
ら
取
り
上
げ
る〈
感
情
を
表
現

す
る
方
言
〉の
中
に
は
、⑦
の「
共
通
語
に
は
置

き
換
え
ら
れ
な
い
・
置
き
換
え
に
く
い
」こ
と
ば

が
多
い
よ
う
に
思
い
ま
す
。従
っ
て
、こ
の
類
に

は
、比
較
的
若
い
世
代
に
ま
で
方
言
が
使
わ
れ

続
け
て
い
る
も
の
も
少
な
く
な
い
よ
う
で
す
。

ケ
ナ
ル
イ
は
古
語「
異け

な
り
」か
ら

　
小
松
で「
羨
う
ら
や
ま
し
い
」に
近
い
意
味
で
使
わ
れ

る
ケ
ナ
ル
イ
。ケ
ナ
ル
イ
は
古
語「
異
な
り
」に

由
来
す
る
方
言
形
で
、も
と
も
と
は「
普
通
と
変

わ
っ
て
い
る
様
子
。特
別
す
ぐ
れ
て
い
る
様
子
」

を
表
し
て
い
ま
し
た
が
、〈
普
通
と
変
わ
っ
て
い

る
、特
別
す
ぐ
れ
て
い
る
か
ら
〉「
羨
ま
し
い
」の

意
味
に
変
化
し
た
も
の
で
、そ
れ
が
京
都
か
ら

周
囲
に
広
が
っ
た
も
の
で
す
。小
松
だ
け
で
な

く
、北
は
東
北
の
宮
城
・
秋
田
を
は
じ
め
、北
陸
、

中
部
、近
畿
、中
国
、四
国
の
広
い
範
囲
に
分
布

し
ま
す
。「
羨
ま
し
が
る
」こ
と
を
ケ
ナ
ル
ガ
ル

と
も
言
い
ま
す
。

ハ
ゲ
ー
っ
て「
は
げ（
禿は
げ

）頭
」の
こ
と
？

　
何
か
悔
し
い
こ
と
、嫌い
や

な
こ
と
が
あ
っ
た
と

き
に
思
わ
ず「
ア
ー
　
ハ
ゲ
ー
」と
い
う
こ
と
ば

が
口
を
つ
い
て
出
る
こ
と
が
な
い
で
し
ょ
う
か
。

ハ
ゲ
ー
と
い
う
こ
と
ば
を
聞
く
と「
は
げ（
禿
）

頭
」の
こ
と
か
と
勘
違
い
す
る
人
も
い
そ
う
で

す
が
、こ
れ
は
今
な
お
共
通
語
と
し
て
も
使
わ

れ
る
ハ
ガ
ユ
イ（「
歯
痒が
ゆ

い
」）が
ハ
ガ
イ
、そ
し

て
ハ
ゲ
ー
と
音
声
変
化
し
た
形
で
す
。小
松
で

も
大
杉
町
な
ど
ハ
ガ
イ
と
言
う
地
域
も
見
ら
れ

ま
す
。金
沢
辺
で
は
、同
じ「
歯
痒
い
」に
由
来
す

る
ハ
ガ
イ
シ
ー
の
形
も
聞
か
れ
ま
す
。

イ
ト
ッ
シ
ャ
、エ
ト
ッ
シ
ャ
は「
愛い
と

し
や
」か
ら

　
符
津
町
な
ど
で
聞
い
た
イ
ト
ッ
シ
ャ
、大
杉

町
・
安
宅
町
な
ど
で
聞
い
た
エ
ト
ッ
シ
ャ
は
と
も

に
、相
手
の
悲
し
い
出
来
事
に
対
し
て
、「
か
わ

い
そ
う
な
」「
気
の
毒
な
」と
い
っ
た
感
情
を
表

現
す
る
方
言
形
で
す
。こ
れ
ら
は
、形
容
詞「
愛い
と

し
」＋
断
定
の
助
動
詞「
や
」の
形
か
ら
変
化
し

た
も
の
で
す
。「
か
わ
い
そ
う
な
」「
気
の
毒
な
」

の
意
の「
愛い
と

し
い
」は
、中
世
末
期
や
江
戸
前
期

の
文
献
例
も
見
ら
れ
ま
す
し
、現
代
方
言
と
し

て
も
東
北
の
宮
城
・
山
形
の
ほ
か
、北
陸
三
県
、

中
国
・
四
国
の
一
部
な
ど
に
分
布
し
ま
す
。「
愛

し
」と
言
え
ば
、市
内
東
部
や
南
部
で
聞
く
お
礼

の
こ
と
ば「
イ
ト
シ
ゲ
ニ
」も
相
手
の
心
遣
い
を

思
い
や
る
優
し
い
感
謝
の
こ
と
ば
で
す
。北
陸

三
県
で
広
く
使
わ
れ
る
感
謝
の
こ
と
ば「
キ
ノ

ド
ク
ナ
」（
気
の
毒
な
）に
通
じ
る
心
で
す
。
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連載
70

感
情
を
表
現
す
る
方
言
　

そ
の
２

　
新
し
い
年
を
迎
え
、本
連
載
も
早
い
も
の
で

今
月
号
で
70
回
、足
か
け
７
年
目
に
入
り
ま
す
。

本
年
も
ぜ
ひ
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

　
今
月
も
先
月
に
続
い
て
、小
松
で
の〈
感
情
を

表
現
す
る
方
言
〉に
つ
い
て
見
て
い
く
こ
と
に

し
ま
し
ょ
う
。

怒い
か

り
の
感
情
は
シ
ャ
モ
メ
ル
、セ
ー
モ
ム

　
安
宅
町
で
聞
い
た
感
情
を
表
す
方
言
に
シ
ャ

モ
メ
ル
が
あ
り
ま
す
。「
怒お
こ

る
」「
腹
が
立
つ
」に

あ
た
る
意
味
で
す
が
、怒い
か

り
の
程
度
が
強
い
の

が
シ
ャ
モ
メ
ル（
動
詞
・
下
一
段
活
用
）で
、弱
い

の
が
セ
ー
モ
ム（
動
詞
・
五
段
活
用
）と
の
説
明

が
聞
か
れ
ま
し
た
。シ
ャ
モ
メ
ル
は
大
杉
町
で

も
聞
か
れ
ま
し
た
し
、セ
ー
モ
ム（
シ
ェ
ー
モ
ム

と
も
）は
大
杉
町
、尾
小
屋
町
、符
津
町
で
も
聞

か
れ
ま
し
た
。恐
ら
く
、セ
ー
モ
ム
は
市
内
の
広

い
範
囲
で
使
わ
れ
る
も
の
で
し
ょ
う
。シ
ャ
モ
メ

ル
は「
精せ
い

が
も
め
る
」（
シ
ェ
ァ
　
モ
メ
ル
か
ら

シ
ャ
モ
メ
ル
に
変
化
）、セ
ー
モ
ム
は「
精
も
む
」

に
由
来
す
る
形
で
、本
来
は
似
た
意
味
だ
っ
た

も
の
が
、両
形
が
併
存
し
た
安
宅
町
な
ど
で
は
、

怒
り
の
程
度
に
差
を
つ
け
る
こ
と
で
意
味
の
棲す

み
分
け
を
し
よ
う
と
し
た
も
の
で
し
ょ
う
。意

味
の
合
理
化
の
意
識
が
働
い
た
結
果
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、セ
ー
モ
ム
に
は「
い
ら
い
ら
す

る
」に
近
い
意
味
を
表
す
場
合
も
あ
る
よ
う
で

す
が
、ほ
か
に「
い
ら
い
ら
し
た
り
、焦
っ
た
り

す
る
」感
情
を
表
現
す
る
イ
リ
イ
リ
ス
ル
と
い

う
言
い
方
も
大
杉
町
や
尾
小
屋
町
で
聞
か
れ
ま

し
た
。

イ
ジ
ク
ラ
シ
ー
は
ウ
ザ
ッ
タ
イ
と
は
違
う

　
最
近
は
、東
京
発
信
型
の
新
方
言
ウ
ザ
ッ
タ
イ

（
ウ
ザ
イ
と
も
）が
若
い
世
代
を
中
心
に
全
国

的
に
分
布
を
広
げ
て
い
ま
す
が
、北
陸
の
石
川
・

富
山
両
県
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

理
由
は
、似
た
意
味
で
使
わ
れ
る
形
容
詞
の
イ

ジ
ク
ラ
シ
ー（
若
い
世
代
で
は
金
沢
市
を
中
心

に
そ
れ
か
ら
の
音
変
化
形
イ
ジ
ッ
カ
シ
ー
も
）

が
、今
も
根
強
く
使
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
す
。石

川
・
富
山
両
県
の
人
に
、「
イ
ジ
ク
ラ
シ
ー
は
イ

ジ
ク
ラ
シ
ー
で
ウ
ザ
ッ
タ
イ
や
ウ
ザ
イ
と
は
違

う
」、そ
ん
な
気
持
ち
が
あ
る
か
ら
に
違
い
あ
り

ま
せ
ん
。「
煩
わ
ず
ら
わし

い
」「
鬱う
っ
と
う陶

し
い
」に
近
い
感
情

を
表
す
方
言
で
す
。

ヘ
シ
ナ
イ
、ヘ
シ
ネ
ー
は「
待
ち
遠
し
い
」に
近

い
意
味

　「
待
ち
遠
し
い
」「（
待
ち
遠
し
く
て
）退
屈
だ
」

と
い
っ
た
感
情
を
表
す
方
言
の
形
容
詞
に
、ヘ
シ

ナ
イ
、ヘ
シ
ネ
ー
が
あ
り
ま
す
。大
杉
町
・
尾
小

屋
町
な
ど
で
聞
き
ま
し
た
。大
杉
で
は
、「
マ
ッ

ト
ッ
タ
ラ
　
ヘ
シ
ナ
イ
」（
待
っ
て
い
た
ら
待
ち

遠
し
い
）の
よ
う
な
言
い
方
を
し
て
い
ま
し
た
。

こ
れ
も
石
川
・
富
山
両
県
の
範
囲
で
使
わ
れ
る

方
言
で
す
。

　ム
サ
イ
は
小
松
で
は「
心
配
だ
」の
意
味

　
ム
サ
イ
と
い
う
形
容
詞
は
、全
国
で
多
様
な

意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
ま
す
が
、小
松
市
を
含

む
旧
能
美
郡
域
で
は「
心
配
だ
」と
い
っ
た
気
持

ち
を
表
す
よ
う
で
す
。「
ム
ソ
ー
テ
　
ム
ソ
ー
テ
　

オ
レ
ン
」（
心
配
で
心
配
で
い
ら
れ
な
い
）は
符

津
町
で
聞
い
た
用
例
で
す
。 
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感
情
を
表
現
す
る
方
言
　

そ
の
３

　
先
月
、先
々
月
に
続
い
て
今
月
も〈
感
情
を
表

現
す
る
方
言
〉に
つ
い
て
見
て
い
き
ま
す
。

ク
ッ
ツ
リ
ス
ル
は「
満
足
す
る
」

　
安
宅
町
で
聞
い
た
方
言
に
、ク
ッ
ツ
リ
ス
ル
と

い
う
の
が
あ
り
ま
し
た
。「
満
足
す
る
」と
い
う

意
味
で
す
。ク
ッ
ツ
ー
リ
ス
ル
の
よ
う
に
発
音
さ

れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。ク
ッ
ツ
リ
、ク
ッ

ツ
ー
リ
と
い
う
擬
態
語
が
何
を
表
し
た
も
の
か

は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、満
足
し
た
感
じ
の

よ
く
伝
わ
る
面
白
い
言
い
方
だ
と
思
い
ま
す
。

ヨ
ダ
ン
ボ
シ
ル
は「
油
断
す
る
」

　
こ
れ
も
安
宅
町
で
聞
い
た
も
の
で
す
が
、「
油

断
す
る
」こ
と
を
ヨ
ダ
ン
ボ
シ
ル
と
言
い
ま
す
。

例
え
ば
、「
ヨ
ダ
ン
ボ
シ
ト
ッ
テ
　
オ
ク
レ
タ
」

（
油
断
を
し
て
い
て
遅
れ
た
）の
よ
う
に
言
う

よ
う
で
す
。ユ
ダ
ン
オ
シ
ル（
油
断
を
す
る
）の

ユ
ダ
ン
オ
が
ヨ
ダ
ン
ボ
と
発
音
を
変
え
た
も
の

か
も
し
れ
ま
せ
ん
。ヨ
ダ
ン
ボ
シ
ル
の
反
対
は

ヨ
ー
ジ
ン
シ
ル（
用
心
す
る
）で
す
。

ア
イ
ソ
ム
ネ
ー
は「
さ
み
し
い
」

　
ア
イ
ソ
ム
ネ
ー
は
ア
イ
ソ
ー
モ
ナ
イ（「
愛
想

も
な
い
」）が
、ア
イ
ソ
モ
ナ
イ
↓
ア
イ
ソ
モ
ネ
ー

↓
ア
イ
ソ
ム
ネ
ー
と
音
変
化
し
た
も
の
で
す
。

小
松
の
方
言
と
し
て
は
共
通
語
の「
愛
想
も
な

い
」と
は
意
味
が
異
な
り
、「
さ
み
し
い
」の
意

味
に
な
り
ま
す
。も
ち
ろ
ん
感
情
的
に「
さ
み

し
い
」こ
と
も
表
し
ま
す
し
、飾
り
付
け
な
ど
が

「
さ
み
し
い
」と
い
っ
た
状
態
を
表
す
場
合
に

も
使
わ
れ
ま
す
。

　ア
セ
ク
ラ
シ
ー
と
は「
落
ち
着
か
ず
焦
る
」感

情　
ア
シ
ェ
ク
ラ
シ
ー
と
も
発
音
さ
れ
ま
す
が
、

セ
ワ
シ
ナ
イ
、シ
ェ
ワ
シ
ナ
イ
に
似
て
、「
落
ち
着

か
ず
焦
る
」気
持
ち
を
表
す
方
言
で
す
。ま
た
、

「
急
ぐ
」こ
と
を
シ
ェ
ク
と
言
い
ま
す
が
、こ
れ

は「
急せ

く
」か
ら
で
す
。「
シ
ェ
ー
テ
　
イ
ク
」（
急

い
で
行
く
）、「
シ
ェ
カ
ン
ト
　
ボ
チ
ボ
チ
　
イ

ラ
ッ
シ
」（
急
が
な
い
で
ゆ
っ
く
り
い
ら
っ
し
ゃ

い
）の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

　
小
松
の
高
年
層
方
言
で
は
、北
陸
方
言
の

特
徴
と
し
て
共
通
語
の
セ
・
ゼ
に
あ
た
る
音
が

シ
ェ・
ジ
ェ
と
な
り
ま
す
の
で
、「
急
く
」が
シ
ェ

ク
と
発
音
さ
れ
ま
す
。ア
シ
ェ
ク
ラ
シ
ー
、シ
ェ

ワ
シ
ナ
イ
の
シ
ェ
も
同
じ
で
す
。〈
感
情
を
表
現

す
る
方
言
〉の
類
で
発
音
が
変
わ
っ
た
も
の
と

し
て
は
、先
に
挙
げ
た
ア
イ
ソ
ム
ネ
ー（
↑
ア
イ

ソ
モ
ナ
イ
）、「
も
っ
た
い
な
い
」の
意
の
モ
ッ
テ

ネ
ー（
↑
モ
ッ
タ
イ
ネ
ー
）、「
面
白
く
な
い
」の
意

の
オ
モ
シ
ネ
ー（
↑
オ
モ
シ
ロ
ネ
ー
）、「
う
れ
し

い
」の
意
の
ウ
レ
ッ
シ
ャ（
↑
ウ
レ
シ
ヤ
）、「
面
白

い
」の
意
の
オ
モ
シ
ー
な
ど
も
あ
り
ま
す
。

　
ほ
か
に
、「
愛
想
が
つ
き
る
」の
意
の
ア
ク
レ

ル
、「
楽
し
み
な
」の
意
の
オ
モ
イ
デ
ナ
、「
気
に

く
わ
な
い
、嫌
い
」の
コ
ス
カ
ン
な
ど
の
方
言
も

聞
か
れ
ま
し
た
。

　
以
上
で〈
感
情
を
表
現
す
る
方
言
〉は
終
わ

り
に
し
ま
す
。次
回
か
ら
は〈
行
動
に
関
す
る
方

言
〉を
ご
紹
介
す
る
予
定
で
す
。
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