
ー 130 ーー 131 ー

連載
124

2008年7月号

家
族
以
外
の
人
の
呼
び
方
の

方
言
　
そ
の
１

　
今
回
は
、前
回
ま
で
の〈
教
育
に
関
す
る
方

言
〉と
も
関
係
の
深
い〈
人
の
呼
び
方
〉に
関
す

る
方
言
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
。た
だ

し
、〈
人
の
呼
び
方
〉の
中
で
も
、本
連
載
の
27
回

（
２
０
０
０
年
６
月
）か
ら
35
回（
２
０
０
１
年

２
月
）に
か
け
て
す
で
に
ご
紹
介
し
た
、家
族
の

「
祖
父
」「
祖
母
」「
父
」「
母
」「
兄
」「
姉
」の
呼
び

方
、そ
し
て「
男
の
子
」「
女
の
子
」「
お
転
婆
」の

呼
び
方
の
方
言
は
除
き
ま
す
。

自
分
を
さ
す
ウ
ラ
と「
こ
ま
つ
芸
術
劇
場
う
ら
ら
」

　
人
の
呼
び
方
の
方
言
と
し
て
、ま
ず
ウ
ラ
か

ら
見
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　
ウ
ラ
は
北
陸
地
方
で
は
福
井
県
か
ら
石
川
県

加
賀
地
方
に
使
わ
れ
た
、自
分
を
さ
し
て
言
う

場
合
の
自
称
代
名
詞
の
方
言
で
す
。小
松
で
も

男
女
と
も
に
使
わ
れ
た
方
言
で
す
。最
近
で
は

共
通
語
形
ワ
タ
シ
の
普
及
で
、ウ
ラ
を
使
う
人

は
あ
ま
り
い
な
く
な
り
ま
し
た
が
、『
日
本
方
言

大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、ウ
ラ
は
北
陸
地

方
以
外
に
も
、関
東
地
方
の
一
部
か
ら
中
部
地

方
、そ
し
て
近
畿
・
中
国
・
四
国
地
方
の
広
い
範

囲
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
ウ
ラ
と
い
う
と
、今
で
は
、い
か
に
も
変
わ
っ

た
言
い
方
と
思
わ
れ
が
ち
で
す
が
、も
と
も
と

は「
お
い
ら
」か
ら
変
化
し
た「
お
ら
」の「
お
」が

「
う
」に
変
わ
っ
た
形
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

「
う
ら
」は
、中
世
末
期
に
キ
リ
ス
ト
教
布
教

の
た
め
に
日
本
に
や
っ
て
き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人

宣
教
師
た
ち
が
残
し
た
キ
リ
シ
タ
ン
資
料（
当

時
の
京
都
語
の
様
子
を
知
る
貴
重
な
資
料
と

さ
れ
て
い
ま
す
）の
一
つ
で
あ
る『
日に
っ
ぽ葡

辞
書
』

（
１
６
０
３
年
）に
、「Vraga

（
ウ
ラ
ガ
）。ま
た

は
、Vraraga

（
ウ
ラ
ラ
ガ
）。〈
訳
〉俺お
れ

が
。卑
し
い

人
々
が
使
う
語
」（『
邦
訳
日
葡
辞
書
』に
よ
る
）

と
あ
り
、中
世
末
期
に
は
京
都
で
庶
民
語
と
し

て
自
分
を
さ
す
言
葉
と
し
て
用
い
ら
れ
て
い
た

ウ
ラ
、ウ
ラ
ラ
が
、福
井
を
経
由
し
て
石
川
に
も

伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

小
松
で
も
ウ
ラ
の
ほ
か
、ウ
ラ
ラ
も
使
わ
れ
ま

し
た
。ウ
ラ
ラ
と
い
う
と
ウ
ラ
の
複
数
形
、つ
ま

り「
私
た
ち
」の
意
味
と
思
わ
れ
そ
う
で
す
が
必

ず
し
も
そ
う
で
は
な
く
、『
日
葡
辞
書
』に
も
あ

る
よ
う
に
、「
私
」一
人
を
さ
し
て
ウ
ラ
ラ
が
使

わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。こ
の
点
は
、福
井
県

の
方
言
で
も
同
じ
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、ウ
ラ
と
言
え
ば
、石
川
県
こ
ま
つ

芸
術
劇
場
の
愛
称「
う
ら
ら
」を
思
い
出
す
人

も
多
い
で
し
ょ
う
。劇
場
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
は

「
う
ら
ら
」の
名
付
け
の
理
由
は
載
っ
て
い
ま

せ
ん
が
、確
か「
私（
た
ち
）」を
さ
す
方
言
の「
う

ら
ら
」も
意
識
し
た（
ほ
か
に
は「
麗う
ら

ら
か
」の

「
う
ら
ら
」も
意
識
し
た
）名
付
け
だ
っ
た
よ
う

に
記
憶
し
て
い
ま
す
。

　
余
談
で
す
が
、こ
れ
と
同
じ
発
想
は
、福
井

県
を
代
表
す
る
タ
ウ
ン
誌『
月
刊U

RALA

』の
名

前
に
も
見
ら
れ
ま
す
。こ
のU

RA
LA

（
ウ
ラ
ラ
）

も
、「
自
分（
た
ち
）」を
さ
す
福
井
方
言
の
ウ
ラ

ラ
の
意
味
が
込
め
ら
れ
て
い
る
と
聞
い
て
い
ま

す
。自
分
を
さ
し
て
使
っ
た
方
言
ウ
ラ
に
は
特

別
な
思
い
入
れ
が
あ
る
よ
う
で
す
。た
だ
、ウ
ラ

ラ
を
ロ
ー
マ
字
で
表
記
し
て（
し
か
もRA

LA

と

ラ
ラ
の
部
分
を
い
か
に
も
意
味
あ
り
げ
に
Ｒ
と

Ｌ
で
書
き
分
け
て
）い
る
と
こ
ろ
が
、日
本
人
の

外
国
語
・
外
来
語
嗜し

好
の
姿
が
垣
間
見
え
て
、

少
々
気
に
入
り
ま
せ
ん
。

　
今
回
は
ウ
ラ
、ウ
ラ
ラ
の
話
で
終
わ
っ
て
し

ま
い
ま
し
た
。家
族
以
外
の
人
の
呼
び
方
の
方

言
は
次
回
に
続
け
ま
す
。
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家
族
以
外
の
人
の
呼
び
方
の

方
言
　
そ
の
２

　
前
回
は
、自
分（
自
分
た
ち
）を
さ
す
ウ
ラ（
ウ

ラ
ラ
）の
話
で
終
わ
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
が
、今

回
も
そ
ん
な
家
族
以
外
の〈
人
の
呼
び
方
〉の
方

言
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
自
称
代
名
詞
は
ウ
ラ（
ウ
ラ
ラ
）の
ほ
か
に
、

女
性
が
使
う
ワ
テ
が
あ
り
ま
す
。ま
た
対
称
代

名
詞
に
は
、目
下
に
使
う
ワ
レ（
複
数
形
は
ワ
ッ

ラ
）の
ほ
か
、最
近
は
ア
ン
タ（
ア
ン
タ
ラ
）が
よ

く
使
わ
れ
ま
す
。

オ
ジ
は「
伯
父
・
叔
父
」に
あ
ら
ず

　
共
通
語
で
オ
ジ
と
言
え
ば
親
の
男
兄
弟
の

総
称
で
す
が
、小
松
を
含
む
北
陸
地
方
で
は
男

兄
弟
の「
弟
」を
さ
す
言
い
方
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。も
ち
ろ
ん
、小
松
市
内
で
の「
弟
」の
言

い
方
に
は
オ
ジ
以
外
の
方
言
も
あ
り
、オ
ジ
ボ
ー

（
大
杉
、符
津
な
ど
）、オ
ッ
サ
・
オ
ッ
サ
マ（
尾
小

屋
）、オ
ッ
サ
ボ（
符
津
）な
ど
が
聞
か
れ
ま
し
た
。

た
だ
し
、日
本
語
の
親
族
呼
称
に
は
、自
分
よ
り

年
下
の
者
を
呼
ぶ
と
き（
呼
称
）は
名
前
で
呼
ぶ

と
い
う
ル
ー
ル
が
あ
り
ま
す
の
で
、こ
れ
ら
は

す
べ
て
人
に
説
明
す
る
と
き
の
言
及
称
で
す
。

　
大
杉
で
は「
二
番
目
の
弟
」を
ニ
バ
ン
オ
ジ
、

「
三
番
目
の
弟
」を
サ
ン
バ
ン
オ
ジ
と
も
言
っ
た

よ
う
で
す
。「
下
の
弟
」を
チ
サ
ボ
ー
と
も
言
い

ま
し
た
。

　
で
は
、「
弟
」を
オ
ジ
の
よ
う
に
言
う
と
し
た

ら
、本
来
の「
伯
父
・
叔
父
」の
こ
と
は
ど
う
言
っ

た
の
で
し
ょ
う
か
。両
方
と
も
オ
ジ
と
言
っ
て

同
音
衝
突
を
起
こ
し
て
い
た
の
か
と
い
う
と
、

そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
す
。例
え
ば
、大
杉
で

は
オ
ッ
サ
マ（
伯
父
・
叔
父
）対
オ
ジ
・
オ
ジ
ボ
ー

（
弟
）の
よ
う
な
区
別
が
聞
か
れ
ま
し
た
し
、尾

小
屋
で
は
オ
ッ
チ
ャ
ン
・
オ
ッ
サ
ン
対
オ
ッ
サ
・

オ
ッ
サ
マ
、符
津
で
は
オ
ッ
チ
ャ
ン
・
オ
ジ
サ
ン

対
オ
ッ
サ
ボ
、龍
助
町
で
は
オ
ッ
サ
マ
・
オ
ッ
サ

ン
対
オ
ッ
サ
・
オ
ッ
サ
ボ
、オ
ジ
ボ
ー
、安
宅
で
は

オ
ジ
サ
ン
対
オ
ッ
サ
・
オ
ッ
サ
ボ
の
よ
う
な
区
別

が
聞
か
れ
ま
し
た
。

　
一
方
、「
伯
母
・
叔
母
」の
呼
称
・
言
及
称
は
、オ

バ
サ
ン
、オ
バ
チ
ャ
ン
、オ
バ
サ（
大
杉
）な
ど
で

す
。

コ
ッ
パ
オ
ジ
は
男
兄
弟
の
末
っ
子

　
性
別
に
関
係
の
な
い「
末
っ
子
」の
総
称（
言

及
称
）は
オ
ト
ゴ
で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て「
男
兄
弟
の
末
っ
子
」の
言

及
称
に
は
、コ
ッ
パ
オ
ジ（
大
杉
、尾
小
屋
、龍

助
町
）、コ
ッ
パ（
尾
小
屋
、龍
助
町
）、オ
ト
ン

ボ（
安
宅
）な
ど
が
聞
か
れ
ま
し
た
。中
で
も
、

コ
ッ
パ
オ
ジ
・
コ
ッ
パ
は
卑
称
的
で
、コ
ッ
パ
と
は

「
木
っ
端
」の
こ
と
で
す
か
ら
、人
間
扱
い
さ
れ

て
い
な
い
か
の
よ
う
で
か
わ
い
そ
う
な
気
が
し

ま
す
。

「
孫
」「
曾ひ
ま
ご孫
」「
玄や
し
ゃ
ご孫
」な
ど
の
言
及
称
は
？

　
小
松
で
は「
孫
」は
ほ
と
ん
ど
マ
ゴ
で
す
。そ

れ
に
対
し
て「
曾
孫
」は
ヒ
コ
で
す
。ヒ
コ
と
は
、

も
と
も
と「
曾
孫
」の
雅
語
で
あ
っ
た
ヒ
ヒ
コ
か

ら
の
変
化
形
と
言
わ
れ
ま
す
。「
玄
孫
」の
こ
と

は
、大
杉
で
マ
タ
ゴ
、尾
小
屋
で
シ
ャ
シ
ャ
ゴ
、符

津
で
チ
ャ
シ
ャ
ゴ
と
い
う
言
い
方
を
聞
き
ま
し

た
。

　「
実
子
」は
ワ
ガ
コ（
我
が
子
）、「
養
子
」は
モ

ラ
イ
ゴ（
貰
い
子
）、ヤ
シ
ナ
イ
ゴ（
養
い
子
）で

す
。逆
に
養
子
か
ら
見
た「
義
理
の
親
」の
こ
と

は
、ヤ
シ
ナ
イ
オ
ヤ（
大
杉
）と
言
い
ま
す
。「
継

父
」は
マ
マ
チ
チ
、「
継
母
」は
マ
マ
ハ
ハ
で
す
。
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家
族
以
外
の
人
の
呼
び
方
の

方
言
　
そ
の
３

　
前
回
、前
々
回
に
続
い
て
今
回
も
家
族
の「
祖

父
」「
祖
母
」「
父
」「
母
」「
兄
」「
姉
」を
除
く〈
人
の
呼
び

方
〉の
方
言
を
取
り
上
げ
た
い
と
思
い
ま
す
が
、

そ
の
前
に
前
々
回
取
り
上
げ
た
ウ
ラ（
自
分
を
さ

す
言
い
方
）に
関
連
し
た
話
題
か
ら
始
め
ま
す
。

大
杉
の
ゲ
ァ
は
白
山
麓
の
白
峰
方
言
に
つ
な

が
る
？

　
前
々
回
に「
自
分
」の
こ
と
を
さ
す
ウ
ラ（
複
数

形
は
ウ
ラ
ラ
）を
取
り
上
げ
た
と
き
に
合
わ
せ
て

ご
紹
介
す
べ
き
で
し
た
が
、小
松
市
内
で
も
東
部

山
間
地
の
大
杉
で
、女
性
が
主
に
使
っ
た
と
い
う

自
称
代
名
詞
の
ゲ
ァ（
ゲ
ア
、ギ
ャ
ー
、ゲ
ー
な
ど

の
発
音
も
）と
い
う
珍
し
い
形
を
聞
き
ま
し
た
。

　
そ
の
由
来
等
に
つ
い
て
は
っ
き
り
は
分
か
っ
て

い
ま
せ
ん
が
、周
囲
の
方
言
と
は
異
な
る
特
徴
を

多
く
持
つ
こ
と
か
ら
、専
門
家
の
間
で
石
川
県
の

「
言
語
島
」（「
言
語
の
島
」と
も
）と
し
て
知
ら
れ

る
、白
山
麓
の
白
峰
方
言
の
自
称
代
名
詞
ギ
ラ
、

そ
し
て
ギ
ラ
か
ら
の
音
声
変
化
形
と
し
て
40
歳

代
以
下
の
若
い
男
性
に
使
用
が
見
ら
れ
る
ギ
ャ
ー

に
酷
似
し
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
ま
す
。こ
の
こ

と
は
、そ
の
歴
史
的・地
理
的
条
件
か
ら
、大
杉
、そ

し
て
さ
ら
に
奧
の
旧
新
丸
村（
丸
山・花
立・新
保
）

が
、峠
越
え
で
白
峰
と
の
交
渉
が
あ
っ
た
ら
し
い

こ
と
と
関
係
が
あ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
婿
」と「
嫁
」、そ
の
他

　
小
松
市
内
で
は
、「
婿
」の
こ
と
は
ム
コ
サ
ン
、

「
嫁
」の
こ
と
は
ヨ
メ
サ
ン
と
い
う
言
い
方
が
一

般
的
で
す
。そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
を
話
題
に
し
て

話
す
と
き
に
使
わ
れ
る
言
及
称
で
す
。ム
コ
サ

ン
、ヨ
メ
サ
ン
以
外
で
は
、尾
小
屋
で
ム
コ
サ
、

大
杉
で
ヨ
メ
サ
と
い
う
言
い
方
も
聞
か
れ
ま
し

た
。龍
助
町
や
安
宅
町
で
は
ム
コ
ド
ン
も
聞
き

ま
し
た
。龍
助
町
で
は
、ム
コ
ド
ン
が
一
般
的
言

い
方
で
、ム
コ
が
そ
れ
よ
り
も
ぞ
ん
ざ
い
な
言

い
方
、ム
コ
サ
は
逆
に
そ
れ
ら
よ
り
も
丁
寧
な

言
い
方
と
の
こ
と
で
し
た
。

　「
夫
婦
」の
こ
と
は
ミ
ョ
ー
ト
と
い
う
言
い
方

が
一
般
的
で
、妻
が
夫
を
さ
し
て
言
う
言
及
称

に
は
、「
父
親
」に
対
す
る
ト
ー
ト
、ツ
ー
ツ
な
ど

の
呼
称
・
言
及
称
の
ほ
か
、ダ
ン
ナ
ン
、ダ
ン
ナ
、

ウ
チ
ノ
ヒ
ト
な
ど
、逆
に
、夫
が
妻
を
さ
し
て
言

う
言
及
称
に
は
、「
母
親
」に
対
す
る
カ
ー
カ
、

オ
ッ
カ
ー
な
ど
の
呼
称
・
言
及
称
の
ほ
か
、ヨ

メ
、そ
し
て
ジ
ャ
ー
マ（
大
杉
で
は
ジ
ャ
ー
マ
は

使
わ
な
い
と
の
こ
と
で
し
た
が
）な
ど
が
聞
か

れ
ま
し
た
。結
婚
し
な
い「
独
身
」の
人
の
こ
と

は
、ヒ
ト
リ
モ
ン
、ヒ
ト
リ
ミ
で
す
。

　
婿
や
嫁
の
立
場
か
ら
言
う「
舅
し
ゅ
う
と」は

オ
ト
コ

ジ
ュ
ー
ト
、「
姑
し
ゅ
う
と
め」は
オ
ン
ナ
ジ
ュ
ー
ト
と
言
っ
た

よ
う
で
す
。「
養
父
母
」の
こ
と
は
ギ
リ
ノ
オ
ヤ
、

ヤ
シ
ナ
イ
オ
ヤ
で
す
。

　「
夫
を
な
く
し
た
女
性
」は
、ゴ
ケ
サ
ン（
尾
小

屋
で
は
ゴ
ケ
サ
と
も
）、ゴ
ケ
で
、「
妻
を
な
く
し

た
男
性
」は
ヤ
モ
メ
で
す
が
、符
津
で
は
ヤ
マ
メ

と
も
言
っ
た
よ
う
で
す
。「
や
も
め
」は
本
来
、配
偶

者
を
な
く
し
た
男
女
の
ど
ち
ら
も
さ
し
ま
し
た

が
、「
妻
を
な
く
し
た
男
」を
さ
す
の
が
普
通
で
、

符
津
の
ヤ
マ
メ
は
ヤ
モ
メ
の
音
変
化
形
で
す
。

　
ア
ト
ゾ
イ
は「
再
婚
相
手
」の
こ
と
で
す
。「
継

母
」は
マ
マ
ハ
ハ
、「
継
父
」は
マ
マ
チ
チ
と
言
い
、

そ
の
ど
ち
ら
も
さ
し
て
マ
マ
オ
ヤ
と
い
う
言
い

方
も
し
た
よ
う
で
す
。マ
マ
コ
は「
継
母
」か
ら

見
た
子
ど
も
を
さ
し
ま
す
。

　
以
上
、〈
人
の
呼
び
方
〉に
関
す
る
方
言
を
三

回
に
わ
た
っ
て
見
て
き
ま
し
た
。次
回
は
別
の

テ
ー
マ
に
し
ま
す
。
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道
具
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
１

　
今
年
も
早
10
月
を
迎
え
ま
し
た
。秋
と
い
え

ば
台
風
の
多
い
時
期
だ
っ
た
は
ず
で
す
が
、こ

れ
も
異
常
気
象
の
せ
い
か
、最
近
は
北
陸
を
襲

う
台
風
が
め
っ
き
り
少
な
く
な
り
ま
し
た
。そ

ん
な
中
で
、田
を
黄
金
色
に
染
め
て
い
た
稲
の

刈
り
入
れ
も
早
場
米
地
帯
の
北
陸
で
は
、ほ
ぼ

終
わ
り
を
迎
え
ま
す
。

　
昨
年
４
月
か
ら
８
月
に
か
け
て
５
回
に
わ

た
っ
て〈
農
業
に
関
す
る
方
言
〉を
ご
紹
介
し
ま

し
た
が
、今
回
は
道
具
の
中
で
も
、農
業
と
関
連

し
た
道
具
類
か
ら
取
り
上
げ
て
み
た
い
と
思
い

ま
す
。

オ
ド
シ
と
は
恐き
ょ
う
か
つ喝
の
こ
と
で
は
な
く
案か

か

し
山
子

の
こ
と

　
文
部
省
唱
歌
に「
♪
山
田
の
中
の
一
本
足
の

か
か
し
　
天
気
の
よ
い
の
に
　
み
の
笠か
さ

つ
け
て

…
♪
」と
歌
わ
れ
た
秋
の
風
物
詩「
か
か
し
」の

こ
と
を
オ
ド
シ
と
言
い
ま
し
た
。「
か
か
し
」を

さ
す
オ
ド
シ
は
、小
松
を
は
じ
め
と
す
る
北
陸

地
方
の
広
い
範
囲
で
聞
か
れ
ま
す
。オ
ド
シ
と

言
え
ば
、今
で
は「
恐
喝
」の
こ
と
を
ま
ず
思
い

浮
か
べ
ま
す
が
、実
っ
た
田
の
稲
を
つ
い
ば
み
に

く
る
雀
す
ず
め
な
ど
の
鳥
を
お
ど
す
の
で
オ
ド
シ
と

言
っ
た
わ
け
で
す
。し
た
が
っ
て
、オ
ド
シ
は「
か

か
し
」に
限
ら
ず
、鳥
を
お
ど
す
た
め
の
道
具

全
般
を
さ
し
て
使
わ
れ
た
言
葉
で
す（
筆
者
も

福
井
の
農
家
で
育
ち
ま
し
た
が
、子
ど
も
の
こ

ろ
見
た
、田
に
張
り
巡
ら
し
た
キ
ラ
キ
ラ
光
る

テ
ー
プ
の
よ
う
な
も
の
も
オ
ド
シ
と
言
っ
て
い

ま
し
た
）。

ト
ー
ミ
は「
唐と
う
み箕
」

　
ト
ー
ミ（
ト
ミ
と
発
音
さ
れ
る
場
合
も
）と
い

う
の
は
、豆
や
籾も
み

、麦
な
ど
の
穀
物
を
上
か
ら
入

れ
て
、風
を
起
こ
す
羽
板
を
手
で
回
し
て
回
転

さ
せ
、そ
の
風
で
軽
い
殻
を
飛
ば
し
て
、実
と
殻

を
選よ

り
分
け
る
た
め
の
農
具
で
す
。以
前
は
ど

の
農
家
に
も
あ
っ
た
も
の
で
す
が
、最
近
で
は

め
っ
た
に
お
目
に
か
か
れ
な
く
な
り
ま
し
た
。

　
も
と
も
と「
唐
箕
」の
字
が
当
て
ら
れ
、小
松

に
限
ら
ず
全
国
で
こ
う
呼
ば
れ
ま
し
た
の
で
方

言
と
言
う
べ
き
で
は
な
い
よ
う
に
も
思
い
ま
す

が
、そ
の
道
具
自
体
が
ほ
と
ん
ど
使
わ
れ
な
く

な
っ
て
、共
通
語
の
世
界
で
も
一
般
の
人
の
理
解

語
か
ら
は
消
え
つ
つ
あ
り
、農
村
部
を
中
心
に

か
ろ
う
じ
て
理
解
さ
れ
、使
用
さ
れ
て
い
る
と

い
う
点
で
、方
言
に
近
い
存
在
に
な
っ
て
い
る
よ

う
に
思
い
ま
し
た
の
で
、取
り
上
げ
て
み
ま
し

た
。

　
ト
ー
ミ
で
は
な
く
、普
通
の
箕み（
穀
物
を
中
に

入
れ
、上
下
に
振
り
動
か
し
た
勢
い
で
、塵ち
り・

殻
な

ど
を
飛
ば
す
よ
う
に
し
て
取
り
除
く
道
具
）で

塵
・
殻
な
ど
を
取
り
除
く
こ
と
を
ア
オ
ツ
と
言
っ

た
よ
う
で
す
。そ
れ
に
対
し
て
、ト
ー
ミ
を
使
っ

て
ア
オ
ツ
こ
と
は
、ト
ミ
ア
オ
チ
と
言
っ
た
そ
う

で
す
。市
内
南
部
の
符
津
で
聞
い
た
言
葉
で
す
。

収
穫
し
た
野
菜
な
ど
を
入
れ
た
テ
ゴ

　
最
近
で
は
使
う
人
も
め
っ
き
り
少
な
く
な
り

ま
し
た
が
、以
前
は
農
家
で
す
と
大
抵
の
家
に

テ
ゴ
と
呼
ば
れ
る
入
れ
物
が
あ
り
ま
し
た
。テ

ゴ
と
は
口
が
丸
い
形
の
藁わ
ら

製
の
入
れ
物
で
、肩

か
ら
か
け
て
使
い
ま
し
た
。筆
者
も
子
ど
も
の

頃
は
、畑
で
収
穫
し
た
野
菜
を
入
れ
た
り
、春
の

山
菜
採
り（
ぜ
ん
ま
い
や
蕨
わ
ら
び
採
り
）な
ど
で
よ
く

使
っ
た
も
の
で
す
。

　〈
道
具
に
関
す
る
方
言
〉は
次
回
に
続
け
ま

す
。
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道
具
に
関
す
る
方
言
　
そ
の
２

　
今
回
も
主
に
農
業
と
関
連
し
た
道
具
類
の
方

言
を
取
り
上
げ
ま
す
。

鎌か
ま

の
種
類
と
方
言

　
草
刈
り
用
の
小
型
の
ク
サ
カ
リ
ガ
マ
に
対
し

て
、木
の
枝
な
ど
を
切
る
た
め
の
刃
の
厚
い
大

型
の
鎌
を
符
津
で
キ
ガ
マ
、大
杉
・
尾
小
屋
で
ネ

カ
リ
ガ
マ
、大
杉
で
シ
タ
カ
リ
ガ
マ
な
ど
と
言
っ

た
よ
う
で
す
。そ
れ
ぞ
れ「
木
鎌
」、「
根
刈
り
鎌
」、

「
下
刈
り
鎌
」の
意
味
で
し
ょ
う
。

　
稲
刈
り
用
の
、刃
が
鋸
の
こ
ぎ
りの

よ
う
に
な
っ
た
鎌

は
、場
所
に
よ
っ
て
イ
ネ
カ
リ
ガ
マ（「
稲
刈
り

鎌
」の
意
）、タ
ー
カ
リ
ガ
マ（「
田
刈
り
鎌
」の

意
）、ノ
コ
ギ
リ
ガ
マ（「
鋸
鎌
」の
意
）な
ど
と

言
っ
た
よ
う
で
す
。ち
な
み
に
、「
鋸
」の
こ
と
は

ガ
ン
ド
、ガ
ン
ド
ー
な
ど
と
言
い
ま
す
。

鍬く
わ

の
種
類
と
方
言

　
鍬
の
種
類
と
し
て
は
、田
の
畦あ
ぜ

塗
り
に
使
う

ヨ
ツ
グ
ワ
、ヨ
ッ
ツ
グ
ワ（
鍬
の
刃
先
が
四
つ
に

分
か
れ
た
も
の
）、畦
塗
り
の
仕
上
げ
に
使
う
ア

ゼ
ヌ
リ
グ
ワ
、土
起
こ
し
用
の
刃
先
が
三
つ
に

分
か
れ
た
ミ
ツ
グ
ワ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　
鍬
と
関
連
し
て
は
、マ
ク
ワ
、ク
ソ
ク
ワ
と
い

う
面
白
い
言
い
方
を
符
津
で
聞
き
ま
し
た
。マ

ク
ワ
と
は
、右
利
き
の
人
が
左
手
を
手
前
に
し

て
鍬
を
持
つ
こ
と
を
言
い
、逆
に
、右
利
き
の
人

が
右
手
を
手
前
に
し
て
鍬
を
持
つ
こ
と
を
ク
ソ

ク
ワ
と
言
う
と
の
こ
と
で
し
た
。

「
熊く
ま
で手
」の
方
言
ビ
ブ
ラ
の
語
源
は
不
明

　「
熊
手
」と
は
長
い
柄
の
先
に
熊
の
手
の
よ
う

な
先
の
曲
が
っ
た
鉄
の
爪
を
つ
け
た
道
具
の
こ

と
で
す
。同
じ
よ
う
な
形
で
竹
製
の
も
の
も
あ

り
、落
ち
葉
な
ど
を
掻
き
集
め
る
の
に
使
わ
れ

る
道
具
で
す
。今
で
も
屋
外
の
掃
除
で
使
わ
れ

る
こ
と
が
多
い
の
で
、「
熊
手（
ク
マ
デ
）」の
名

前
を
知
っ
て
い
る
人
は
多
い
で
し
ょ
う
が
、一
方

で
、ビ
ブ
ラ
と
い
う
方
言
を
知
ら
な
い
人
が
確

実
に
増
え
て
い
ま
す
。「
熊
手
」の
方
言
ビ
ブ
ラ

は
、そ
の
発
音
が
変
化
し
た
形
を
含
め
、福
井
・

石
川
・
富
山
の
北
陸
三
県
と
新
潟
県
に
そ
の
分

布
が
見
ら
れ
ま
し
た
。ビ
ブ
ラ
に
似
て
、田
の
土

を
な
ら
す
た
め
の
鉄
製
の
熊
手
状
の
農
具
を
符

津
な
ど
で
は
カ
ク
サ
キ
と
言
っ
た
よ
う
で
す
。

「
石
臼う
す

」「
篩ふ
る
い」な
ど
の
方
言

　「
石
臼
」の
こ
と
は
ヒ
キ
ウ
ス
と
言
い
ま
す

が
、そ
の
ヒ
キ
ウ
ス
で
挽ひ

い
た
も
の
を
粉
と
皮

に
分
け
る
と
き
に
使
う
、最
も
目
の
細
か
な
篩

を
ス
イ
ノ
と
言
い
ま
し
た
。ス
イ
ノ
と
逆
で
、目

の
粗
い
篩
を
ト
ー
シ
カ
ゴ
、米
用
の
篩
を
ケ
ン

ド
ン
と
言
っ
た
と
の
こ
と
で
す
。

　「
藁わ
ら

を
打
つ
槌つ
ち

」の
こ
と
は
ワ
ラ
カ
チ
キ
ネ
、

ワ
ラ
カ
チ
で
す
。こ
こ
で
の
カ
チ
は
、「
う
つ
、殴

る
」の
意
味
の
動
詞
カ
ツ
の
連
用
形
に
あ
た
る

も
の
で
す
。

　「（
肥
料
に
す
る
糞
尿
を
運
ぶ
た
め
の
）肥こ
え
お
け桶

」

は
、タ
ゴ
ケ
、タ
モ
ケ
、コ
ヤ
シ
オ
ケ
な
ど
と
呼

ば
れ
ま
し
た
。

　「
背
負
っ
て
物
を
運
ぶ
た
め
の
木
製
の
道
具
」

に
は
、大
杉
で
セ
ー
タ（「
背
板
」か
ら
）、尾
小
屋

で
セ
ナ
カ
チ（「
背
中
当
て
」か
ら
）、符
津
で
ニ

ド
ラ
な
ど
の
名
を
、ま
た
大
杉
で
は
、物
を
背
負

う
と
き
に
、主
に
男
性
が
使
っ
た
藁
製
の
厚
い

背
中
当
て
の
カ
ン
ザ
、主
に
女
性
が
使
っ
た
薄
い

背
中
当
て
の
コ
モ
の
名
を
聞
き
ま
し
た
。

　〈
道
具
に
関
す
る
方
言
〉は
今
回
で
終
わ
り
ま

す
。
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勤
怠
に
関
す
る
方
言

　
い
よ
い
よ
今
年
も
師
走
を
迎
え
ま
し
た
。今

年
最
後
の
回
の〈
勤
怠
〉と
い
う
テ
ー
マ
は
一
見

難
し
そ
う
に
思
わ
れ
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、

わ
か
り
や
す
く
言
え
ば〈
勤
怠
〉と
は「
一
所
懸

命
励
む
こ
と
と
怠
け
る
こ
と
」と
い
う
こ
と
で
、

そ
れ
ら
に
関
す
る
方
言
を
取
り
上
げ
て
み
ま

す
。

「
励
む
こ
と
」に
関
連
す
る
方
言

　
一
所
懸
命
仕
事
に
励
む
よ
う
な
真
面
目
な
人

の
こ
と
を
、マ
メ
ナ
人
と
言
い
ま
す
。マ
メ
ナ
は

ま
た
、「
マ
メ
ニ
〜
す
る
」の
よ
う
な
言
い
方
で
、

「
頻
繁
に
」と
い
っ
た
意
味
で
も
使
わ
れ
ま
す
。

　
大
杉
で
聞
い
た
表
現
に
、「
手
が（
よ
く
）動

く
」に
あ
た
る
テ
ガ 

イ
ノ
ク
が
あ
り
、共
通
語

で
言
う「
ま
め
な
」こ
と
を
表
し
ま
す
。同
じ
く

大
杉
で
、「
仕
事
が
早
い
、人
よ
り
多
く
仕
事
を

す
る
こ
と
」を
さ
す
と
い
う
テ
ガ
ッ
シ
ョ
ナ
と

い
う
言
い
方
も
聞
き
ま
し
た
。テ
ガ
ッ
シ
ョ
ナ

に
つ
い
て
は
、粟
津
方
面
で
同
様
の
意
味
の
テ

ゴ
ー
シ
ャ
ナ（「
手（
が
）巧
者
な
」に
由
来
す
る
）

と
い
う
言
い
方
が
あ
る
と
の
情
報
を
得
ま
し
た

の
で
、テ
ゴ
ー
シ
ャ
ナ
が
テ
ゴ
ッ
シ
ャ
ナ
、テ
ゴ
ッ

シ
ョ
ナ
の
よ
う
な
形
を
経
て
変
化
し
た
も
の
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
リ
キ
ム
は「
力
を
入
れ
る
」の
意
味
も
あ
り
ま

す
が
、転
じ
て「
頑
張
る
」の
意
味
が
生
じ
て
、リ

キ
ン
デ
　
ス
ル（
頑
張
っ
て
す
る
）の
よ
う
に
も

使
わ
れ
ま
す
。

　
シ
ョ
ワ
シ
ナ
イ
は「
せ
わ
し
な
い
」の
発
音
が

変
化
し
た
形
で「
忙
し
い
」の
意
味
に
な
り
ま
す

が
、似
た
意
味
で
大
杉
で
は
ア
ッ
シ
ェ
ゴ
シ
、尾

小
屋
で
ア
シ
ェ
ゴ
シ
ェ
ー
と
い
う
珍
し
い
言
い

方
が
聞
か
れ
ま
し
た
。ア
ッ
シ
ェ
ゴ
シ
、ア
シ
ェ

ゴ
シ
ェ
ー
の
ア
ッ
シ
ェ
、ア
シ
ェ
は「
焦
り
」の「
あ

せ
」に
通
じ
る
形
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

　
一
所
懸
命
仕
事
に
励
む
た
め
に
は
健
康
で
、

丈
夫
で
あ
る
こ
と
が
大
切
で
す
。そ
ん
な「
元
気

な
、体
が
丈
夫
な
」と
い
っ
た
意
味
で
、ソ
ク
サ

イ
ナ
が
使
わ
れ
ま
す
。「
元
気
で
健
康
な
」様
子

を
表
す
方
言
の
ソ
ク
サ
イ
ナ
は
、小
松
に
限
ら

ず
、石
川
県
内
の
広
い
範
囲
で
今
も
方
言
と
し

て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。ソ
ク
サ
イ
は
、「
無
事
」の

意
味
の
漢
語「
息
災
」に
由
来
し
ま
す
。か
つ
て

の
中
央
語
で
あ
り
、現
代
共
通
語
で
も
使
わ
れ

な
く
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、共
通
語
で
は
極
め
て

限
ら
れ
た
場
面
で
の
使
用
と
な
っ
て
い
ま
す
。

「
怠
け
る
こ
と
」に
関
連
す
る
方
言

　
一
方
、「
怠
け
者
」を
さ
す
言
い
方
と
し
て
、符

津
で
シ
ェ
ナ
ハ
ゲ
と
い
う
言
い
方
を
聞
き
ま
し

た
が
、語
源
は
不
明
で
す
。

　「
酒
ば
か
り
飲
ん
で
怠
け
て
い
る
人
」は
ド
ン

ダ
ク
レ
で
す
。ド
ン
ダ
ク
レ
は「
飲
ん
だ
く
れ
」

の
最
初
の「
の
」の﹇n

﹈有
声
歯
茎
鼻
音
）が
、発

音
の
仕
方
の
似
て
い
る「
ど
」の﹇d

﹈（
有
声
歯

茎
破
裂
音
）に
変
化
し
た
形
で
す
。尾
小
屋
で
は
、

「
怠
け
者
」の
こ
と
を
ド
ン
ダ
ク
モ
ン（「
ど
う

ら
く
も
ん（
道
楽
者
）」か
ら
の
変
化
）と
も
言
っ

た
そ
う
で
す
。

　
ド
ン
ダ
ク
レ
に
似
た
言
い
方
で
は
、尾
小
屋

で
ド
ン
ダ
フ
ル
と
い
う
動
詞
を
聞
き
ま
し
た
。

ド
ン
ダ
フ
ル
と
い
う
の
は「
仕
事
を
し
な
い
で

遊
ん
で
い
る
」こ
と
を
さ
す
言
い
方
だ
そ
う
で
、

ド
ン
ダ
フ
ッ
テ 

ヤ
ー
ナ
ン
ネ（
仕
事
を
し
な
い

で
遊
ん
で
い
て
嫌
だ
ね
）の
よ
う
に
言
う
と
の

こ
と
で
し
た
。「
横
着
な
人
」は
オ
ー
チ
ャ
ク
モ

ン
で
す
。
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難
易
に
関
す
る
方
言

　
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。本
連

載
が
ス
タ
ー
ト
し
た
98
年
４
月
か
ら
数
え
て
足

か
け
12
年
目
の
年
を
迎
え
ま
し
た
。今
後
も
引
き

続
き
、小
松
の
さ
ま
ざ
ま
な
方
言
を
ご
紹
介
し
て

い
き
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

　
さ
て
、ア
メ
リ
カ
の
サ
ブ
プ
ラ
イ
ム
ロ
ー
ン

に
端
を
発
し
た
金
融
危
機
は
日
本
経
済
に
も
大

き
な
影
響
を
与
え
、自
動
車
業
界
の
大
量
リ
ス

ト
ラ
、就
職
内
定
学
生
の
内
定
取
り
消
し
な
ど
、

多
く
の
深
刻
な
社
会
問
題
を
抱
え
な
が
ら
の
難

し
い
年
越
し
と
な
り
ま
し
た
。そ
ん
な
わ
け
で
、

今
回
は
、「
難
し
い
」こ
と
、そ
し
て
そ
の
反
対
の

「
易
し
い
」こ
と
に
関
す
る
方
言
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
ま
す
。

ム
ツ
カ
シ
ー
と
ラ
ク
ヤ
、ラ
ク
ナ

　「
難
し
い
」は
少
し
発
音
が
変
わ
っ
て
ム
ツ
カ

シ
ー
と
言
い
ま
す
。例
え
ば
、ム
ツ
カ
シ
ー
　
ヒ

ト
ヤ（
難
し
い
人
だ
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま

す
。逆
に「
易
し
い
」こ
と
は
ラ
ク
ヤ
、ラ
ク
ナ
ー

（「
楽
や
・
楽
な
」）の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

 

ジ
ャ
マ
ナ
イ
は
気
づ
か
れ
に
く
い
方
言
の
一
つ

　
筆
者
が
金
沢
に
来
て
間
も
な
い
こ
ろ
の
話
で

す
。あ
る
銀
行
の
キ
ャ
ッ
シ
ュ
コ
ー
ナ
ー
で
操
作

に
手
間
取
っ
て
い
た
ら
、そ
ば
に
い
た
係
の
男

性
に「
ジ
ャ
マ
ナ
イ
カ
？
」と
言
わ
れ
て
、一
瞬
戸

惑
っ
た
こ
と
を
覚
え
て
い
ま
す
。ま
だ
金
沢
の

方
言
に
慣
れ
て
い
な
か
っ
た
の
で
、な
ぜ「
邪
魔

じ
ゃ
な
い
か
？
」と
言
わ
れ
る
の
か
と
不
思
議

に
思
っ
た
の
で
す
。

　
小
松
の
方
言
で
も
使
わ
れ
る
こ
の
ジ
ャ
マ
ナ

イ
が「
大
丈
夫
」の
意
味
だ
と
い
う
こ
と
は
間
も

な
く
知
り
ま
し
た
が
、銀
行
の
係
の
人
が
初
対

面
の
筆
者
に「
ジ
ャ
マ
ナ
イ
カ
？
」と
語
り
か
け

た
の
は
、そ
の
人
が「
大
丈
夫
」の
意
味
の
ジ
ャ

マ
ナ
イ
を
方
言
だ
と
気
づ
い
て
い
な
か
っ
た（
ど

こ
で
も
通
じ
る
言
葉
だ
と
思
っ
て
い
た
）せ
い

だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。共
通
語
で
も「
邪
魔
」「
邪

魔
じ
ゃ
な
い
」と
い
っ
た
言
い
方
を
す
る
の
で
、

「
大
丈
夫
」の
意
味
の
ジ
ャ
マ
ナ
イ
も
共
通
語
だ

と
思
っ
て
い
る
人
が
少
な
く
な
い
の
で
す
。方
言

研
究
者
は
、こ
の
よ
う
な
も
の
を「
気
づ
か
れ
に

く
い
方
言
」「
気
づ
か
な
い
方
言
」な
ど
と
呼
ん

で
注
目
し
て
い
ま
す
。方
言
だ
と
気
づ
か
れ
に

く
い
せ
い
で
、若
い
世
代
に
も
受
け
継
が
れ
、使

わ
れ
続
け
て
い
る
ケ
ー
ス
が
多
い
た
め
で
す
。

　「
苦
し
く
困
難
な
目
に
あ
う
」の
意
味
の
ナ
ン

ギ
ス
ル
、「
困
難
な
」の
意
味
の
ナ
ン
ギ
ナ
の
ナ

ン
ギ
は
、い
ず
れ
も「
難
儀
」で
、共
通
語
の
話
し

こ
と
ば
で
は
め
っ
た
に
使
わ
れ
ま
せ
ん
が
、小
松

で
は
ま
だ
方
言
と
し
て
生
き
て
い
る
の
で
す
。

ア
バ
ヨ
の
語
源
は「
塩あ
ん
ば
い
よ

梅
良
う
」

　「
調
子
、具
合
」の
こ
と
を
ア
ン
バ
イ
と
言
い

ま
す
。ア
ン
バ
イ
ガ
　
ワ
ル
イ
で「
体
の
具
合
が

悪
い
」と
い
っ
た
意
味
に
も
な
り
ま
す
。ア
ン
バ

イ
は「
塩
梅（
ゑ
ん
ば
い
）」と「
按
排（
あ
ん
ば

い
）」の
混
合
し
た
語
と
言
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
小
松
の
方
言
と
い
う
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、「
さ
よ
う
な
ら
」の
意
味
の
俗
語
的
表
現

と
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
の
あ
る
ア
バ
ヨ
は
、別

れ
の
あ
い
さ
つ
と
し
て
用
い
ら
れ
た
ア
ン
バ
イ

ヨ
ー（
具
合
よ
く
）の
短
縮
形
な
の
で
す
。

　「
何
か
が
不
足
し
て
い
て
困
る
」こ
と
を
、フ

ン
ジ
ョ
ナ
と
言
い
ま
し
た
。フ
ン
ジ
ョ
ナ
は「
不

自
由
な
」の
発
音
が
変
化
し
た
形
で
す
。

　
次
回
は〈
経
済
〉に
関
す
る
方
言
を
取
り
上
げ

ま
す
。
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経
済
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
１

　
世
界
的
な
経
済
不
況
の
嵐
の
中
で
２
０
０
９

年
が
ス
タ
ー
ト
し
て
は
や
１
か
月
。そ
ん
な
世

相
に
合
わ
せ
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、今

回
は〈
経
済
〉に
関
す
る
方
言
、つ
ま
り
お
金
に

か
ら
む
方
言
を
取
り
上
げ
ま
す
。

コ
ー（
買
う
）は
中
央
語（
京
都
語
）の
古
い
姿

　
筆
者
の
出
身
地
福
井
県
で
は
ま
ず
聞
か
れ
な

い
の
で
す
が
、小
松
を
含
む
石
川
県
の
多
く
の

方
言
で
は
、学
校
文
法
で
言
う
と
こ
ろ
の
ア
ワ
行

（
古
典
文
法
で
言
う
ハ
行
）五
段
動
詞
の
基
本
形

（
終
止
形
）が
ア
ロ
ー（
洗
う
）、モ
ロ
ー（
貰も
ら

う
）の

よ
う
な
形
に
な
り
ま
す
。し
た
が
っ
て
、お
金
を
出

し
て「
買
う
」と
い
う
場
合
も
コ
ー
と
な
り
ま
す
。

　
こ
れ
ら
の
、ア
ロ
ー
、モ
ロ
ー
、コ
ー
な
ど
の

発
音
は
、か
つ
て
の
中
央
語
で
あ
る
京
都
語
の

歴
史
で
言
え
ば
、中
世
の
時
代
に
起
こ
っ
た
古

い
発
音
の
変
化
が
方
言
に
残
っ
た
例
で
す
。少

し
専
門
的
な
話
に
な
り
ま
す
が
、「
洗
う
」に
あ

た
る
ア
ロ
ー
、「
買
う
」に
あ
た
る
コ
ー
な
ど
の

発
音
が
ど
の
よ
う
に
し
て
生
じ
た
か
を
説
明
し

ま
し
ょ
う
。

　「
買
う
」を
例
に
す
れ
ば
、古
く
は
ハ
行
四
段

動
詞
で
基
本
形
が「
買
ふ
」だ
っ
た
も
の
が
、平

安
時
代
の
11
世
紀
こ
ろ
に
一
般
化
し
た
と
さ
れ

る「
ハ
行
転
呼
音
」と
い
う
現
象（
語
中
・
語
尾
の

ハ
行
音
が
ワ
行
音
に
変
化
す
る
現
象
）に
よ
っ

て「
買
う
」に
な
り
、さ
ら
に「
買
う
」﹇kau

﹈に

含
ま
れ
る
ア
ウ﹇au

﹈連
母
音
が
中
世
に
入
っ
て

長
音
化
し
て
コ
ー
と
発
音
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
す
。西
日
本
地
域
で
共
通
語
の「
買
っ

て
」に
あ
た
る
方
言
形
が
ウ
音
便
形
と
呼
ば
れ

る
コ
ー
テ
に
な
る（「
買
ひ
て
」↓「
買
う
ぃ
て
」↓

「
買
う
て
」↓
コ
ー
テ
）の
も
同
じ
よ
う
な
音
声

変
化
の
結
果
で
す
。

　
西
日
本
地
域
で
は
、そ
の
後
、音
便
形
コ
ー
テ

以
外
の
基
本
形
は
文
字
表
記
に
引
か
れ
て
再
び

コ
ー
か
ら
カ
ウ
に
戻
っ
た
地
域
が
多
い
の
で
す

が
、小
松
な
ど
の
石
川
県
内
で
は
古
い
コ
ー
の

形
を
今
に
残
し
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
す
。基

本
形
が
コ
ー
で
あ
る
た
め
に
、小
松
方
言
な
ど

で
は
活
用
語
幹
が
コ
で
統
一
さ
れ
、打
ち
消
し
形

「
買
わ
な
い
」に
あ
た
る
形
も
伝
統
的
方
言
で

は
コ
ワ
ン（
西
日
本
方
言
の
一
般
的
な
形
は
カ

ワ
ン
）と
な
り
ま
す
。

「
お
金
」の
意
味
の
ジ
ェ
ン
は「
銭
」か
ら

　
も
の
を
コ
ー（
買
う
）た
め
に
は
お
金
が
必
要

で
す
が
、「
お
金
」の
こ
と
は
小
松
の
方
言
で
カ

ネ
と
か
ジ
ェ
ン
と
言
い
ま
す
。ジ
ェ
ン
は
言
う
ま

で
も
な
く「
銭（
ゼ
ニ
）」の
最
後
の
母
音﹇i

﹈が

脱
落
し
た
形
で
す
。ま
た
、ジ
ェ
ン
の
よ
う
に
、

現
在
の
ゼ
に
あ
た
る
発
音
が
ジ
ェ
と
な
る（
セ

も
シ
ェ
と
な
る
）の
も
、中
世
末
こ
ろ
ま
で
中
央

語（
京
都
語
）の
標
準
的
発
音
と
さ
れ
た
も
の
の

残
存
で
す
。ジ
ェ
ン
　
ハ
ロ
ー（
お
金
を
払
う
）、

デ
コ
ト
　
ジ
ェ
ン
ガ
　
カ
カ
ル（
た
く
さ
ん
お

金
が
か
か
る
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。

　
そ
の
ジ
ェ
ン
を
数
え
る
、計
算
す
る
こ
と
は
サ

ン
ニ
ョ
ス
ル
と
言
い
ま
す
。サ
ン
ニ
ョ
は「
算さ
ん
よ
う用

」が

変
化
し
た
形
で
す
。関
連
し
て
、「
利
害
の
打
算
を

す
る
」こ
と
を
ソ
ロ
バ
ン
ス
ル
と
言
う
よ
う
で
す
。

も
の
の
値
段
の
こ
と
は
、ネ
ダ
ン
以
外
に
た
だ
ネ

（
値
）と
も
言
い
ま
す
。ネ
の
方
が
古
い
形
で
す
。

　「
お
金
持
ち
」「
資
産
家
」の
こ
と
は
、ジ
ェ
ン

モ
チ（「
銭
持
ち
」の
意
）、オ
ヤ
ケ（「
大
き
な
家
」

の
意
の「
大お
お
や
け宅

」か
ら
）、ダ
ン
シ
ョ（「
檀だ
ん
な
し
ゅ
う

那
衆
」

か
ら
）な
ど
と
言
い
ま
す
。「
財
産
」の
こ
と
は
シ

ン
ダ
イ（「
身し
ん
だ
い代

」か
ら
）で
す
。
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経
済
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
２

　
今
回
も
前
回
に
続
い
て〈
経
済
〉に
関
す
る
方

言
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
費
用
」の
意
味
の
ゾ
ー
ヨ
は「
雑ぞ
う
よ
う用
」か
ら

　
あ
る
こ
と
に
か
か
る
お
金
、「
費
用
」の
こ
と

を
ゾ
ー
ヨ
と
言
い
ま
す
。例
え
ば
、ゾ
ー
ヨ
　
カ

カ
ル（「
お
金
が
か
か
る
」の
意
）の
よ
う
に
言
い

ま
す
。

　「
費
用
」の
こ
と
を
ゾ
ー
ヨ
と
言
う
の
は
、小

松
を
含
ん
だ
北
陸
三
県
に
、新
潟
・
岐
阜
、そ
し

て
近
畿
・
中
国
・
四
国
・
九
州
北
部
地
方
な
ど
の

西
日
本
の
広
い
範
囲
に
及
び
ま
す
。こ
れ
ら
の

地
域
で
は
、ゾ
ー
ヨ
以
外
に
ゾ
ー
ヨ
ー
と
最
後

を
伸
ば
す
形
も
聞
か
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、こ
れ
は
も
と
も
と「
雑
用
」（
歴
史
的
仮
名
遣

い
で
は「
ざ
ふ
よ
う
」）と
い
う
漢
語
に
由
来
す

る
も
の
で
、ゾ
ー
ヨ
ー
の
形
は
、中
世
末
期
の
京

都
語
を
記
録
し
た『
日に
っ
ぽ葡

辞
書
』（
１
６
０
３
）な

ど
に
も
載
っ
て
い
ま
す
。従
っ
て
、小
松
の
ゾ
ー

ヨ
は
ゾ
ー
ヨ
ー
か
ら
変
化
し
た
新
し
い
形
と
い

う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

マ
ン
ゾ
ー
、マ
ン
ゾ
は「
万ま
ん
ぞ
う雑
」か
ら

　
費
用
と
言
え
ば
、ゾ
ー
ヨ
と
関
連
の
深
い
方

言
に
マ
ン
ゾ
ー（
マ
ン
ゾ
と
も
）が
あ
り
ま
す
。マ

ン
ゾ
ー
と
は
、村
の
共
通
経
費
を
分
担
し
て
納

め
る
こ
と
、そ
の
分
担
金
の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

一
般
に
お
盆
と
年
末
の
年
２
回
徴
収
さ
れ
ま

す
。

　
マ
ン
ゾ
ー
に
は「
万
雑
」の
漢
字
が
当
て
ら
れ
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』（
小
学
館
）の

「
ま
ん
ぞ
う（
万
雑
）」の
項
に
よ
れ
ば
、「
①『
ま

ん
ぞ
う
く
じ（
万
雑
公
事
）』の
略
。②
江
戸
時

代
の
北
陸
地
方
で
、一
般
の
課か
や
く役

や
村
入い
り
よ
う用（

村

費
）を
い
う
」と
あ
り
、富
山
県
、石
川
県
鹿
島

郡
・
羽
咋
郡
、岐
阜
県
大
野
郡
の
方
言
資
料
の
存

在
が
記
さ
れ
て
い
ま
す
。こ
の
記
述
か
ら
考
え

る
と
、「
平
安
中
期
以
来
、公
領
・
荘
園
の
土
地

に
賦ふ

か課
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
雑
役（
夫
役
）・

雑ぞ
う
も
つ物（

現
物
納
）。ま
た
、転
じ
て
そ
の
賦
課
権
」

（『
日
本
国
語
大
辞
典
　
第
二
版
』の「
ま
ん
ぞ

う
く
じ
」の
説
明
よ
り
）の
こ
と
を
言
う「
万
雑

公
事
」が
中
央
か
ら
伝
わ
り
、北
陸
地
方
で
語
が

略
さ
れ
る
と
と
も
に
、地
方
の
生
活
の
中
で
意

味
を
変
え
た
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。あ
る
い
は
、

先
の「
雑
用
」の
語
が
中
央
か
ら
伝
わ
っ
た
後
、

「
万
よ
ろ
ず

の
雑
用
」の
意
味
で
北
陸
地
方
で「
万
雑
」

と
い
う
言
い
方
が
生
ま
れ
た
可
能
性
も
あ
る
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

「
算そ
ろ
ば
ん盤
が
ツ
エ
ー
」っ
て
ど
ん
な
意
味
？

　
お
金
に
関
す
る
慣
用
句
と
し
て
、大
杉
で
ソ

ロ
バ
ン
ガ
　
ツ
エ
ー（
算
盤
が
強
い
）と
い
う
の

を
聞
き
ま
し
た
。「
お
金
の
使
い
方
が
上
手
だ
」

と
い
う
意
味
で
す
。

　
次
回
も〈
経
済
〉に
関
す
る
方
言
で
す
。
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経
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に
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す
る
方
言
　

そ
の
３

　
い
よ
い
よ
今
月
か
ら
本
連
載
は
12
年
目
に
入

り
ま
す
。連
載
が
始
ま
っ
た
平
成
10
年
に
生
ま

れ
た
赤
ち
ゃ
ん
が
４
月
か
ら
は
も
う
小
学
校
５

年
生
に
な
る
わ
け
で
す
か
ら
、つ
く
づ
く
時
の

速
さ
を
感
じ
ま
す
。気
持
ち
新
た
に
12
年
目
を

ス
タ
ー
ト
し
た
い
と
思
い
ま
す
の
で
、引
き
続

き
ご
愛
読
下
さ
い
。

　
今
回
も
前
回
、前
々
回
に
続
い
て〈
経
済
〉に

関
す
る
方
言
を
取
り
上
げ
ま
す
。

シ
ン
ガ
イ
ゼ
ン
と
は
ど
ん
な
お
金
？

　
シ
ン
ガ
イ
ゼ
ン（
シ
ン
ガ
イ
ジ
ェ
ン
の
発
音

も
）と
聞
け
ば
、何
か
お
金
の
こ
と
だ
ろ
う
と
は

想
像
で
き
て
も
、正
確
な
意
味
が
分
か
る
人
は

少
な
い
で
し
ょ
う
。小
松
の
方
言
で
シ
ン
ガ
イ

ゼ
ン
と
は「
へ
そ
く
り
」の
こ
と
を
言
い
ま
す
。

語
の
後
半
部
の
ゼ
ン
は「
銭
」の
古
い
発
音
ジ
ェ

ニ
が
ゼ
ニ
と
な
り
、最
後
の「
ニ
」が「
ン
」に
変

わ
っ
た
も
の
で
す
。

　
で
は
、シ
ン
ガ
イ
と
は
何
で
し
ょ
う
か
。初
め

て
こ
の
語
を
聞
い
た
と
き
筆
者
は
、シ
ン
ガ
イ

と
は「
心
外
」、つ
ま
り
、人
に
隠
れ
て
こ
っ
そ
り

と
貯
め
た
お
金
で
す
か
ら
、周
囲
の
人
か
ら
す

れ
ば「
意
外
な
こ
と
を
さ
れ
て
裏
切
ら
れ
た
よ

う
な
気
に
な
る
」、つ
ま
り「
心
外
な
」金
と
い
う

意
味
だ
ろ
う
と
思
っ
た
こ
と
を
今
で
も
覚
え
て

い
ま
す
。し
か
し
、調
べ
て
み
る
と
、シ
ン
ガ
イ

ゼ
ン
の
シ
ン
ガ
イ
と
は「
新し
ん
が
い開

」に
由
来
す
る
こ

と
が
わ
か
り
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
、農
民
が
ひ
そ
か
に
開
墾
し
た
た

ん
ぼ（
隠
し
田
）は
登
録
さ
れ
ず
、そ
の
た
め
年

貢
米
を
納
め
る
必
要
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

そ
の
よ
う
な
隠
し
田
の
こ
と
を「
新
た
に
開
墾

し
た
た
ん
ぼ
」の
意
味
で「
新し
ん
が
い
だ

開
田
」と
呼
び
、

隠
語
の
よ
う
に
使
わ
れ
た
と
こ
ろ
か
ら「
隠
し

事
を
す
る
」意
味
の「
し
ん
が
い
す
る
」と
い
う

言
葉
が
生
ま
れ
た
よ
う
で
す
。そ
し
て
、さ
ら

に「
し
ん
が
い
ご（
隠
し
子
）」、「
し
ん
が
い
ぜ
に

（
へ
そ
く
り
）」な
ど
と
い
う
語
も
生
ま
れ
た
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

「
へ
そ
く
り
」の
こ
と
を
小
松
と
同
じ
よ
う
に
、

シ
ン
ガ
イ
ゼ
ニ
、シ
ン
ガ
イ
ゼ
ン
、そ
の
下
略
形

シ
ン
ガ
イ
の
よ
う
に
言
う
の
は
、長
野
、新
潟
、

富
山
、石
川
、福
井
、そ
し
て
岐
阜
、奈
良
、島
根
、

山
口
な
ど
の
広
い
範
囲
に
及
び
ま
す
。

「
も
っ
た
い
な
い
」は
ア
ッ
タ
ラ
ヤ

　
お
金
に
も
か
ら
む
こ
と
で
す
が
、「
も
っ
た

い
な
い
」と
い
う
意
味
を
表
す
方
言
に
ア
ッ
タ

ラ
ヤ
と
い
う
の
が
あ
り
ま
す
。こ
の
ア
ッ
タ
ラ

ヤ
は
、「
惜
し
く
も
」の
意
味
の
古
語「
あ
た
ら

（
可あ
た
ら惜
）」を
形
容
動
詞
化
し
た
も
の
と
考
え
て

よ
い
で
し
ょ
う
。

　
今
回
で〈
経
済
〉に
関
す
る
方
言
は
終
わ
り
ま

す
。

連載
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地
理
・
地
形
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
１

　
本
連
載
で
取
り
上
げ
て
い
る
小
松
の
方
言
の

デ
ー
タ
の
多
く
は
、こ
れ
ま
で
に
も
何
度
か
書

い
て
い
る
よ
う
に
、筆
者
が
小
松
市
立
博
物
館

方
言
調
査
委
員
会
の
委
託
を
受
け
て
１
９
９
６

年
か
ら
５
年
計
画
で
実
施
し
た
市
内
全
域
の

調
査
で
得
ら
れ
た
も
の
で
す
。５
年
間
、夏
休
み

を
利
用
し
て
金
沢
大
学
の
学
生
と
と
も
に
調
査

で
市
内
各
地
を
動
き
回
り
な
が
ら
思
っ
た
こ
と

は
、安
宅
な
ど
の
沿
岸
地
域
か
ら
小
松
バ
イ
パ

ス
沿
い
の
平
野
部
、そ
し
て
中
ノ
峠
、大
杉
、尾

小
屋
な
ど
の
東
部
山
間
地
ま
で
、小
松
は
実
に

多
彩
な
地
理
、地
形
に
出
会
え
る
市
だ
と
い
う

こ
と
で
し
た
。と
い
う
訳
で
今
回
か
ら
は〈
地

理
・
地
形
〉に
関
す
る
方
言
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
ト
ン
ネ
ル
」を
指
す
方
言
マ
ン
ポ
、マ
ン
プ

　
小
松
の
皆
さ
ん
で
マ
ン
ポ
、マ
ン
プ
と
い
う

方
言
を
聞
い
て「
ト
ン
ネ
ル
」の
意
味
だ
と
わ
か

る
人
は
ど
れ
く
ら
い
い
る
で
し
ょ
う
か
。50
歳

代
以
上
の
人
で
ぎ
り
ぎ
り
使
っ
て
い
た
、聞
い

た
こ
と
が
あ
る
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
し
ょ
う
か
。

　
そ
れ
ほ
ど
忘
れ
ら
れ
か
け
て
い
る
マ
ン
ポ
、

マ
ン
プ
で
す
が
、小
松
の
よ
う
に「
ト
ン
ネ
ル
」

を
マ
ン
ポ
、マ
ン
プ
の
よ
う
に
言
っ
た
地
域
は
意

外
に
広
く
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、マ
ン
ポ
が
石
川
県
江
沼
郡
、福
井
県
、

滋
賀
県
栗く
り
た太

郡
、マ
ン
プ
が
福
井
県
、京
都
府
竹

野
郡
、そ
し
て
こ
れ
ら
に
似
た
マ
ン
ポ
ー
が
富

山
県
砺
波
、福
井
県
遠お
に
ゅ
う敷
郡
、マ
ン
ボ
が
山
形
県

最も
が
み上

郡
・
西
田
川
郡
、新
潟
県
岩
船
郡
・
中
頸く
び
き城

郡
、静
岡
県
、愛
知
県
北
設し
た
ら楽
郡
、三
重
県
、滋
賀

県
彦
根
、京
都
府
、マ
ン
ブ
が
山
形
県
、奈
良
県

生い
こ
ま駒

郡
、島
根
県
出
雲
、マ
ン
ボ
ー
が
富
山
県
東

礪と
な
み波
郡
、長
野
県
東
筑
摩
郡
、静
岡
県
、愛
知
県

豊
橋
市
、三
重
県
飯い
い
な
ん南
郡
、滋
賀
県
蒲が
も
う生
郡
、京

都
府
、奈
良
県
吉
野
郡
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と

が
わ
か
り
ま
す
。福
井
県
越
前
市（
旧
武た
け
ふ生
市
）

生
ま
れ
の
筆
者
も
小
さ
い
こ
ろ
は
マ
ン
プ
と

言
っ
て
い
ま
し
た
。

　「
ト
ン
ネ
ル
」を
指
す
マ
ン
ポ
、マ
ン
プ
及
び

そ
れ
に
似
た
言
い
方
の
語
源
は
、漢
字
で「
間

府
、間
歩
、間
分
」な
ど
と
書
く「
ま
ぶ
」だ
と
考

え
ら
れ
ま
す
。２
０
０
７
年
に
ユ
ネ
ス
コ
の
世

界
遺
産
に
認
定
さ
れ
た
島
根
県
大お
お
だ田

市
の
石い
わ
み見

銀
山
が
話
題
に
な
り
、か
つ
て
の
鉱こ
う
こ
う坑

が
テ
レ

ビ
に
登
場
し
た
と
き
、「
龍
源
寺
間ま

ぶ歩
」の
よ
う

に「
〜
間
歩
」と
呼
ば
れ
て
い
た
の
を
覚
え
て
い

る
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。こ
の
鉱
山
の
鉱
坑
を

指
し
た「
ま
ぶ
」が
、そ
の
後
、道
路
や
鉄
道
に
作

ら
れ
た
ト
ン
ネ
ル
も
指
す
よ
う
に
な
り
、方
言

と
し
て
発
音
を
変
え
て
マ
ン
ポ
や
マ
ン
プ
な
ど

と
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
わ
け
で
す
。

連載
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地
理
・
地
形
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
２

　
前
回
は「
ト
ン
ネ
ル
」の
意
味
の
方
言
マ
ン

ポ
・
マ
ン
プ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、今
回
も
そ

れ
に
続
け
て〈
地
理
・
地
形
〉に
関
す
る
小
松
の

方
言
を
見
て
い
き
ま
す
。

「
た
め
池
」を
指
す
ツ
ツ
ミ
、ツ
ズ
ミ
も
方
言

　「
灌か
ん
が
い漑

用
に
水
を
た
め
た
池
」つ
ま
り「
た
め

池
」の
こ
と
を
ツ
ツ
ミ
、ツ
ズ
ミ
と
言
い
ま
す
。

た
だ
、人
工
的
な
た
め
池
だ
け
で
な
く
、自
然

に
水
が
た
ま
っ
た
池
の
こ
と
も
言
う
よ
う
で

す
。ツ
ツ
ミ
が
も
と
も
と
の
言
い
方
で
、ツ
ズ

ミ
は
そ
の
変
化
形
と
し
て
生
ま
れ
た
形
で
す
。

こ
こ
ま
で
読
ん
で「
え
ー
っ
！
ツ
ツ
ミ
っ
て
方

言
な
の
？
」と
思
う
人
も
い
る
で
し
ょ
う
。確
か

に『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

「
用
水
池
。た
め
池
」を
ツ
ツ
ミ
と
言
う
地
域

は
、小
松
な
ど
の
石
川
県
を
は
じ
め
と
す
る
北

陸
三
県
の
ほ
か
、北
は
青
森
県
か
ら
南
は
九
州

の
大
分
・
熊
本
県
ま
で
の
広
い
範
囲
に
及
ん
で

い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。し
た
が
っ
て
、「
た

め
池
」の
方
言
ツ
ツ
ミ
は（
少
な
く
と
も
現
代
共

通
語
で
は「
た
め
池
」を
ツ
ツ
ミ
と
は
言
い
ま
せ

ん
か
ら
）、方
言
と
は
言
い
な
が
ら
も
、特
に
中

年
層
か
ら
高
年
層
に
か
け
て
は
、東
北
か
ら
九

州
ま
で
の
非
常
に
広
い
範
囲
で
通
用
し
た
方
言

と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
ツ
ツ
ミ
と
言
え
ば「
堤
」と
い
う
漢
字
が
あ
て

ら
れ
る
よ
う
に
、「
土
手
。堤
防
」を
指
す
ツ
ツ

ミ
の
存
在
も
考
え
な
く
て
は
い
け
ま
せ
ん
が
、

文
献
上
で
は「
土
手
。堤
防
」の
意
の
ツ
ツ
ミ
は
、

「
万
葉
集
」（
巻
14
・
三
四
九
二
）に
す
で
に
使
用

例
が
見
ら
れ
ま
す
か
ら
、東
国
語
と
し
て
の
ツ

ツ
ミ
は（
巻
14
は
当
時
の
東
国
出
身
者
の
歌
を

集
め
た
と
さ
れ
る「
東
歌
」の
巻
で
す
）相
当
古

い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。そ
れ
に
対
し
て「
た
め

池
」を
指
す
ツ
ツ
ミ
も
、平
安
時
代
に
は
か
つ
て

の
中
央
語（
京
都
語
）と
し
て
の
使
用
例
が
確
認

で
き
ま
す
の
で
、小
松
で
の「
た
め
池
」の
方
言

ツ
ツ
ミ
も
、そ
う
し
た
古
語
の
名
残
で
あ
る
こ

と
は
間
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

ほ
か
の
地
形
関
連
の
方
言
か
ら

　「
平
ら
な
土
地
」の
こ
と
を
ヒ
ラ
チ
と
言
い

ま
す
。言
う
ま
で
も
な
く「
平ひ
ら
ち地
」の
意
味
で
す
。

ヘ
ー
チ
と
も
言
い
ま
す
。

　
ヒ
ラ
チ
に
対
す
る「
山
」、「
山
」の
中
で
も
岩

で
で
き
た
山
、「
岩
山
」の
こ
と
を
イ
シ
ヤ
マ
、

イ
ッ
シ
ャ
マ
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。イ
シ
ヤ
マ
は

言
う
ま
で
も
な
く「
石い
し
や
ま山

」か
ら
で
、イ
ッ
シ
ャ
マ

は
そ
れ
か
ら
の
変
化
形
で
す
。

　「
清
水
」の
字
が
あ
て
ら
れ
る
シ
ョ
ー
ズ
は
、

「
湧
き
水
」を
指
す
と
と
も
に
、「
湧
き
水
が
出

る
場
所
」を
さ
し
て
も
使
わ
れ
ま
す
。

連載
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「ツツミ」は、もともと田の用水確保のために作られ
たものですが、プールの無い時代は、子どもたちの
貴重な泳ぎ場所でもあった。（写真は昭和30年ころ）
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「サワ」から連想されるものの一つには滝がある。
写真は小松で1、2と言われている「西俣大滝」。

地
理
・
地
形
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
３

　
今
回
も〈
地
理
・
地
形
〉に
関
す
る
方
言
を
取

り
上
げ
ま
す
。前
回
に
続
け
て〈
地
形
〉関
連
の

方
言
か
ら
、今
回
は「
サ
ワ
」と
い
う
言
い
方
に

つ
い
て
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

サ
ワ
は
東
日
本
と
西
日
本
で
指
す
も
の
が
異

な
る

　
サ
ワ（
沢
）と
い
う
言
い
方
は
、実
は
長
野
県

と
岐
阜
県
を
分
け
る
北
ア
ル
プ
ス
を
境
に
、東

日
本
で
は
、北
陸
も
含
む
西
日
本
で
言
う
タ
ニ

（
谷
）に
あ
た
る
言
い
方
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
こ
と
を
ご
存
じ
で
し
ょ
う
か
。つ
ま
り
、日
本

国
内
で
は
、山
地
に
あ
る
谷
状
の
地
形
を
表
す

地
名
の
代
表
的
な
も
の
と
し
て
サ
ワ
と
タ
ニ
の

２
通
り
の
方
言
対
立
が
あ
る
と
い
う
こ
と
な
の

で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、小
松
で
サ
ワ
と
言
う
と
、タ
ニ
に

あ
る
水
の
流
れ
る
場
所
、湿
地
を
指
す
の
が
普

通
で
す
。福
井
県
の
方
言
で
も
同
じ
で
し
た
か

ら
、筆
者
も
か
つ
て
は
、東
日
本
で
聞
く「
〜
沢
」

と
い
う
地
名
、例
え
ば
長
野
県
の
有
名
な
観
光

地
で
あ
る
上か
み
こ
う
ち

高
地
か
ら
穂
高
連
峰
に
向
か
う
途

中
に
あ
る
涸か
ら
さ
わ沢

な
ど
の「
沢
」は
、そ
こ
に
水
が

流
れ
て
い
る
か
ら
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
の
だ

と
思
っ
て
い
ま
し
た
。し
か
し
、本
来
は
そ
う
で

は
な
く
、「
涸
沢
」の
沢
は
西
日
本
で
言
う「
〜

谷
」の
意
味
の「
〜
沢
」だ
っ
た
の
で
す
。

　
し
か
し
一
方
で
、国
語
辞
典
に
は
、「
谷
」は

「
両
側
が
台
地
や
山
に
は
さ
ま
れ
て
低
く
く
ぼ

ん
だ
地
形
の
、細
長
い
一
続
き
の
土
地
」、「
沢
」は

「
く
ぼ
ん
で
い
て
、草
の
生
え
て
い
る
湿
地
。山

間あ
い

の
、源
流
に
近
い
谷
川
」（『
新
明
解
国
語
辞
典

第
六
版
』三
省
堂
）な
ど
の
よ
う
に
記
述
さ
れ
、

現
代
共
通
語
と
し
て
は
、む
し
ろ
小
松
方
言
で

の
使
い
分
け
に
似
た
意
味
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。こ
の
こ
と
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京

都
語
）で
の「
谷
」と「
沢
」の
意
味
が
江
戸
時
代

中
期
以
降
に
江
戸
に
伝
わ
っ
て
、明
治
時
代
以

降
そ
れ
が
標
準
的
意
味
に
な
っ
た
こ
と
を
示
す

も
の
で
、そ
れ
以
前
の
東
日
本
地
域
で
の「
谷
」

を
指
す
サ
ワ（
沢
）と
い
う
言
い
方
は
、地
名
の

中
に
し
っ
か
り
残
っ
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
そ
う

で
す
。

　
か
つ
て
の
江
戸
語（
関
東
方
言
）が
明
治
時
代

以
降
に
共
通
語（
標
準
語
）と
な
っ
た
も
の
が
多

い
中
で
、西
日
本
方
言
で
あ
る「
魚
の
鱗
う
ろ
こ
」の
ウ

ロ
コ
、「
明し
あ
さ
っ
て

後
後
日
」の
シ
ア
サ
ッ
テ
が
局
地
的

に
江
戸（
東
京
）に
伝
わ
っ
て
普
及
し
、本
来
の

江
戸
語（
関
東
方
言
）の
コ
ケ
ラ（
鱗
）や
ヤ
ナ
ア

サ
ッ
テ（
明
明
後
日
）を
押
し
の
け
て
共
通
語
に

な
っ
た
の
と
似
た
ケ
ー
ス
と
言
え
そ
う
で
す
。

　
サ
ワ
も
前
回
の
ツ
ツ
ミ
同
様
、小
松
だ
け
で

な
く
全
国
の
広
い
範
囲
で
使
わ
れ
る
方
言
の
例

で
し
た
が
、今
回
は
、語
形
が
同
じ
で
も
意
味
に

東
西
対
立
が
あ
る
例（
小
松
は
西
的
）と
し
て
ご

紹
介
し
ま
し
た
。

連載
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地
理
・
地
形
に
関
す
る
方
言
　

そ
の
４

　
前
号
で
は
タ
ニ
、サ
ワ
と
の
関
係
で
、夏
に
ふ

さ
わ
し
い
、涼
し
げ
な
滝
の
写
真
を
載
せ
ま
し

た
が
、暑
い
８
月
の〈
地
理
・
地
形
〉に
関
す
る
方

言
と
い
う
こ
と
で
、海
に
関
す
る
方
言
か
ら
見

て
み
る
こ
と
に
し
ま
す
。

海
に
関
す
る
方
言
あ
れ
こ
れ

　「
海
」は
最
近
で
は
ウ
ミ
と
し
か
言
わ
な
く
な

り
つ
つ
あ
り
ま
す
が
、伝
統
的
な
小
松
方
言
で

は
、ウ
ー
ミ
の
よ
う
に
、ウ
の
後
が
伸
び
て
発
音

さ
れ
た
も
の
で
す
。こ
の
発
音
の
特
徴
は
、以
前

に
も
触
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、旧
能
美
郡

地
域
の
方
言（
能の
ん
ご
り

美
郡
こ
と
ば
）の
代
表
的
な
特

徴
の
一
つ
で
、ウ
ー
ミ
と
同
じ
よ
う
に「
沖
」も

オ
ー
キ
と
言
い
ま
す
。「
牛
」を
ウ
ー
シ
、「
靴
」を

ク
ー
ツ
と
発
音
す
る
の
も
同
じ
特
徴
で
す
が
、

最
近
で
は
高
年
層
の
人
か
ら
も
あ
ま
り
聞
か
れ

な
く
な
っ
て
い
ま
す
。

　
海
の〈
地
理
・
地
形
〉関
係
の
方
言
に
は
、「
海

岸
」を
指
す
ウ
ミ
ベ
リ
、「
海
岸
の
入
り
江
で
船

が
入
っ
て
く
る
場
所
」を
指
す
フ
ナ
ミ
チ（「
船

道
」の
意
）、「
砂
浜
」を
指
す
ハ
マ
、「
海
の
近
く

の
集
落
や
砂
浜
」を
指
す
ハ
マ
ド
コ
ロ
、海
の
中

の「
暗
礁
」を
指
す
ノ
リ
ア
ゲ（「
乗
り
上
げ
」の

意
）、「
浮
い
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
島
」を
指
す

ウ
キ
ジ
マ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　〈
地
理
・
地
形
〉と
い
う
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ

ん
が
、「
海
」に
関
す
る
方
言
に「
波
」を
指
す
ノ

タ
が
あ
り
ま
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学

館
）に
よ
れ
ば
、「
波
、波
の
う
ね
り
」を
指
す
方

言
の
ノ
タ
は
、北
の
青
森
県（
旧
南
部
藩
域
）か

ら
山
形
県
庄
内
地
方
、そ
し
て
新
潟
県
、富
山

県
、石
川
県
、福
井
県
、そ
し
て
少
し
離
れ
た
島

根
県（
八や
つ
か束

郡
、隠
岐
島
）に
分
布
し
、ノ
タ
の
変

化
形
と
思
わ
れ
る
ネ
タ
が
山
口
県
阿あ

ぶ武
郡
に
分

布
し
て
い
ま
す
。こ
の
分
布
か
ら
、北
陸
で
使
わ

れ
た
ノ
タ
が
北
前
船
ル
ー
ト（
海
上
伝
播
）で
新

潟
、山
形（
庄
内
）、青
森
へ
と
日
本
海
側
を
北
上

し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

川
な
ど
に
関
す
る
方
言
あ
れ
こ
れ

　
カ
ワ
は
、一
般
的
な「
川
」の
ほ
か
、「
田
畑
に

水
を
引
く
用
水
」も
指
し
て
使
わ
れ
ま
す
。「
川

の
淵
」の
こ
と
は
、フ
チ
の
ほ
か
に
、岸
側
の
淵

を
指
す
カ
ワ
ブ
チ（「
川
淵
」の
意
）や
カ
ワ
ノ
ア

ゲ
と
い
う
言
い
方
が
聞
か
れ
ま
し
た
。「
沼
地
」

は
ヌ
カ
ル
ミ
と
か
ヌ
カ
と
言
っ
た
よ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、前
々
号
で「
た
め
池
」を
指
す
ツ

ツ
ミ
を
取
り
上
げ
ま
し
た
が
、そ
れ
と
の
関
連

で
、安
宅
町
で「
た
め
池
」を
指
す
タ
ナ
ケ
と
い

う
方
言
が
聞
か
れ
た
こ
と
を
紹
介
し
て
お
き
ま

す
。

連載
137

安宅のウミベリでは、たくさんの
ウミネコの姿を見ることができます。

2009年8月号



ー 144 ーー 145 ー

形
容
語
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
１

　
今
回
か
ら
は〈
形
容
語
〉（
学
校
文
法
で
言
う

「
形
容
詞
」「
形
容
動
詞
」）の
方
言
を
取
り
上
げ

る
こ
と
に
し
ま
す
。

　〈
形
容
語
〉の
方
言
に
つ
い
て
は
、本
連
載
で

も
す
で
に
い
ろ
い
ろ
な
も
の
を
取
り
上
げ
て
い

ま
す
が
、今
回
か
ら
は
、こ
れ
ま
で
に
ま
だ
紹
介

し
た
こ
と
の
な
い〈
形
容
語
〉を
中
心
に
取
り
上

げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。全
国
的
に
方
言

の
共
通
語
化
が
進
む
中
で
も
、〈
形
容
語
〉の
方

言
に
は
共
通
語
に
ぴ
っ
た
り
置
き
換
え
ら
れ
な

い
も
の
も
多
い
た
め
、比
較
的
伝
統
的
方
言
が

使
わ
れ
続
け
て
い
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

健
康
状
態
に
関
す
る
形
容
語

　「
元
気
な
」こ
と
を
ソ
ク
サ
イ
ナ
と
言
い
ま

す
。ソ
ク
サ
イ
は
漢
語
の「
息
災
」（
本
来
は
仏

教
用
語
で「
災
難
を
防
ぐ
こ
と
」を
表
し
、一
般

的
に
は「
無
事
な
こ
と
」を
意
味
し
ま
す
）に
由

来
す
る
語
で
す
。現
代
共
通
語
か
ら
完
全
に
消

え
て
し
ま
っ
た
言
葉
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、現
在

「
息
災
な
」と
言
え
ば
、ず
い
ぶ
ん
古
め
か
し
い

日
本
語
と
い
う
印
象
を
与
え
る
に
違
い
あ
り
ま

せ
ん
。そ
ん
な
ソ
ク
サ
イ
ナ
が
、小
松
を
は
じ
め

石
川
県
内
の
方
言
で
は
、今
も
高
年
層
を
中
心

に
比
較
的
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
の
で
す
。大
杉

町
で
は
ソ
ッ
サ
イ
ナ
の
形
も
聞
か
れ
ま
し
た
。

似
た
意
味
で
タ
ッ
シ
ャ
ナ（「
達
者
な
」か
ら
）も

聞
か
れ
ま
す
。

　「
元
気
な
」の
反
対
で「
病
気
で
体
調
が
悪
い
」

「
つ
ら
い
」な
ど
の
意
味
を
表
す
小
松
の
方
言

に
は
、ヒ
ド
イ
、モ
ノ
イ
、タ
イ
ソ
ナ
な
ど
が
あ

り
ま
す
。珍
し
い
と
こ
ろ
で
、尾
小
屋
で
コ
ワ
イ

と
い
う
言
い
方
も
聞
き
ま
し
た
。

　「
体
調
が
悪
い
」こ
と
を
言
う
ヒ
ド
イ
は
金
沢

あ
た
り
で
も
よ
く
使
わ
れ
、加
賀
地
方
の
人
は

「
体
調
が
悪
い
」意
の
ヒ
ド
イ
も
共
通
語
だ
と

思
っ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。こ

う
い
う
方
言
を
専
門
家
は「
気
付
か
な
い
方
言
」

と
か「
気
付
か
れ
に
く
い
方
言
」な
ど
と
呼
ん
で

い
ま
す
。他
地
域
の
人
に
は
誤
解
さ
れ
や
す
い

方
言
で
す
か
ら
気
を
付
け
ま
し
ょ
う
。

　
モ
ノ
イ
は
古
語「
物も
の
う憂

い
」に
由
来
す
る
方
言

で
す
。モ
ノ
ウ
イ
の「
ウ
」が
脱
落
し
た
形
で
す
。

タ
イ
ソ
ナ
は「
大
層
な
」が
意
味
と
形
を
変
え
た

も
の
で
し
ょ
う
。

　
尾
小
屋
で
聞
い
た
コ
ワ
イ
は
、「
つ
ら
い
」「
疲

れ
た
」と
い
っ
た
意
味
で
北
関
東
か
ら
東
北
、北

海
道
に
か
け
て
の
広
い
範
囲
に
分
布
す
る
コ
ワ

イ
に
通
じ
る
も
の
で
、ほ
か
に
紀
伊
半
島
南
端

や
中
国
、四
国
、九
州
の
一
部
に
も
分
布
す
る
こ

と
か
ら
、「
固
い
」「
恐
ろ
し
い
」の
意
味
の
コ
ワ

イ
と
は
異
な
る
、コ
ワ
イ
の
古
い
意
味
の
残
存

の
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。

連載
138

「お陰さんでソクサイやし、
毎日歌

うと

て楽しんどるわいね」（市民センターのカラオ
ケ教室にて）

2009年9月号

ー 145 ー

形
容
語
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
２

　
今
回
も
形
容
語
の
方
言
を
引
き
続
き
取
り
上

げ
ま
す
。

　
今
年
の
夏
は
梅
雨
明
け
も
遅
く
、例
年
の
よ

う
な
夏
の
本
格
的
な
暑
さ
を
体
験
し
な
い
ま

ま
、涼
し
い
秋
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
感
が
あ
り
ま

す
。と
い
う
わ
け
で
今
回
は
、暑
さ
・
寒
さ
な
ど
、

気
温（
温
度
）に
関
す
る
形
容
語
の
方
言
か
ら
見

て
い
き
ま
す
。

気
温（
温
度
）に
関
す
る
形
容
語
の
方
言

　「
暑
い
・
熱
い
」は
小
松
で
も
ア
ツ
イ（「
大
変

暑
い
・
熱
い
」こ
と
は
テ
ン
ポ
ナ
　
ア
ツ
イ
）で

す
が
、「
暖
か
い
」に
あ
た
る
言
い
方
は
ヌ
ク
イ

が
使
わ
れ
ま
す
。ヌ
ク
イ
は
小
松
だ
け
で
な
く

石
川
県
の
広
い
範
囲
と
富
山
県
の
一
部
で
も
聞

か
れ
ま
す
。南
の
福
井
県
で
は
ノ
ク
ト
イ
、ノ
ク

テ
ー
が
使
わ
れ
ま
す（
福
井
で
は
ノ
ク
ト
イ
、

ノ
ク
テ
ー
は「
頭
が
あ
た
た
か
い
」の
意
味
で
ア

ホ
・
バ
カ
の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま

す
）。ヌ
ク
イ
の
関
連
語
と
し
て
、「
生
暖
か
い
、

生
温
か
い
」の
意
味
の
ナ
マ
ヌ
ル
イ
、ヘ
ナ
マ
ヌ

ル
イ
も
聞
き
ま
し
た
。

　「
蒸
し
暑
い
」は
一
般
的
に
ム
シ
ア
ツ
イ
で
す

が
、尾
小
屋
で
は
ム
シ
ヌ
ク
イ
と
い
う
言
い
方

も
聞
か
れ
ま
し
た
。

　「
暑
い
」の
反
対
の「
寒
い
」は
、サ
ム
イ
の
ほ

か
に
サ
ブ
イ
が
聞
か
れ
ま
す
。サ
ブ
イ
の
方
が

方
言
と
し
て
は
古
い
言
い
方
で
す
。関
連
し
て
、

「
寒
が
り
の
人
」を
サ
ム
サ
ガ
リ
と
か
サ
ム
ガ

リ
ヤ
と
言
い
ま
す
。

　「
熱
い
」の
反
対
の「
冷
た
い
」は
、チ
ビ
タ
イ
、

チ
ッ
タ
イ
、チ
ッ
テ
ー
な
ど
で
す
。

臭に
お
い
の
一
種
の
ネ
グ
サ
イ
と
は

　
梅
雨
時
や
夏
な
ど
、ヌ
ク
イ
、ム
シ
ヌ
ク
イ
季

節
に
な
る
と
、食
べ
物
が
腐
り
や
す
く
な
り
ま

す
。そ
の
よ
う
な
、も
の
が
腐
っ
た
よ
う
な
悪
臭

を
ネ
グ
サ
イ
と
言
い
ま
す
。

カ
イ
ー
と
エ
テ
の
意
味
は
？

　
暑
く
て
汗
を
か
い
た
り
す
る
と
体
が
痒か

ゆ

く

な
っ
た
り
し
ま
す
が
、「
痒
い
」を
カ
イ
ー
あ
る

い
は
カ
イ
と
言
い
ま
す
。カ
ユ
イ
の
ユ
イ
が
融

合
し
て
カ
イ
ー
、さ
ら
に
そ
の
短
縮
形
で
カ
イ

に
な
っ
た
も
の
か
、カ
ユ
イ
の
ユ
が
落
ち
て
カ

イ
、そ
し
て
最
後
が
伸
び
て
カ
イ
ー
と
な
っ
た

も
の
で
し
ょ
う
。

　
エ
テ
は「
痛
い
」の
意
味
の
方
言
で
す
。イ
タ

イ
が
エ
タ
イ
、さ
ら
に
エ
タ
イ
が
エ
テ
と
変
化
し

た
形
で
し
ょ
う
。「
痛
い
」が
エ
テ
と
発
音
さ
れ

る
よ
う
に
、「
痛
み
」を
エ
タ
ミ
と
発
音
す
る
人

も
い
ま
す
。こ
の
よ
う
な
イ
と
エ
の
混
同
、交
替

は
東
北
地
方
か
ら
北
陸
に
か
け
て
広
く
見
ら
れ

る
現
象
で
す
。

　
次
回
も
形
容
語
の
方
言
を
続
け
ま
す
。

連載
139

寒い季節になると、ヌクイ食べ物が恋しくなります。
「肉まん大好き～！」（竹田知起くん、真彩ちゃん）

2009年10月号
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形
容
語
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
３

　
今
回
も
前
号
、前
々
号
に
続
い
て
形
容
語
の

方
言
を
見
て
い
き
ま
す
。

容
貌ぼ
う

に
関
す
る
形
容
語
の
方
言
キ
リ
ョ
ー
ガ

イ
ー

　
「
美
し
い
」
こ
と
、「
美
人
な
」
こ
と
を
キ

リ
ョ
ー
ガ
イ
ー
と
言
い
ま
す
。漢
字
を
当
て
れ

ば「
器
量
が
い
い
」で
す
。キ
リ
ョ
ー
ガ
イ
ー
も
、

前
々
号
で
紹
介
し
た「
元
気
な
」の
意
味
の
ソ
ク

サ
イ
ナ（
息
災
な
）、タ
ッ
シ
ャ
ナ（
達
者
な
）と
同

じ
よ
う
に
、共
通
語
と
し
て
今
も
使
わ
れ
ま
す

が
、や
や
古
め
か
し
い
言
い
方
に
属
す
る
も
の

で
あ
り
、そ
れ
が
小
松
で
は
高
年
層
の
方
言
と

し
て
普
通
に
使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
注
目
し

た
い
と
思
い
ま
す
。

「
醜
い
」の
意
味
の
メ
ン
デ
は「
面め
ん
ど倒
い
」か
ら

　「
美
し
い
」の
反
対
の
意
味
の
形
容
語「
醜
い
」

に
あ
た
る
方
言
に
は
、キ
リ
ョ
ー
ガ
イ
ー
の
反

対
の
言
い
方
で
あ
る
キ
リ
ョ
ー
ガ
ワ
ル
イ（
器

量
が
悪
い
）の
ほ
か
に
、メ
ン
デ
、メ
ン
デ
ー
、メ

ン
ダ
イ
、メ
ン
デ
ク
サ
イ
な
ど
の
言
い
方
が
聞

か
れ
ま
す
。メ
ン
デ
、メ
ン
ダ
イ
な
ど
の
言
い
方

は「
面
倒
」の
語
が
形
容
詞
化
し
た
メ
ン
ド
イ
に

由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
、『
日
本
方
言
大

辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、「
め
ん
ど
い
」の
形

で
、①「
め
ん
ど
う
だ
。め
ん
ど
う
く
さ
い
」、②

「
困
難
だ
。難
し
い
」、③「
気
難
し
い
。意
地
悪

い
」、④「
恥
ず
か
し
い
」、⑤「
じ
れ
っ
た
い
。も

ど
か
し
い
」、⑥「
騒
が
し
い
。や
か
ま
し
い
」、⑦

「
醜
い
。見
苦
し
い
。体
裁
が
悪
い
」な
ど
、さ
ま

ざ
ま
な
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
分
か

り
ま
す
。小
松
の
メ
ン
デ
の
類
は
⑦
の
意
味
に

あ
た
る
例
と
い
う
こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。『
日

本
方
言
大
辞
典
』で
は
⑦
の
意
味
の
メ
ン
ド
イ

の
分
布
地
域
と
し
て
、石
川
県
、福
井
県
、三
重

県
、滋
賀
県
、京
都
府
、大
阪
府
、兵
庫
県
、和
歌

山
県
、岡
山
県
、広
島
県
、山
口
県
、徳
島
県
、愛

媛
県
、高
知
県
が
載
っ
て
お
り
、そ
こ
に
は
、小

松
市
内
で
聞
か
れ
た
メ
ン
ダ
イ
も
石
川
県
能
美

郡
の
例
と
し
て
載
っ
て
い
ま
す
。メ
ン
ド
イ（
面

倒
い
）が
元
の
形
と
考
え
れ
ば
、メ
ン
ダ
イ
が
そ

れ
に
よ
り
近
い
古
い
形
で
、メ
ン
ダ
イ
の
〜
ダ

イ﹇dai

﹈の﹇ai

﹈の
部
分
が
融
合
・
長
音
化
し
て

﹇e:

﹈と
な
っ
た
の
が
メ
ン
デ
ー
、さ
ら
に
最
後

の
長
音
部
分
が
落
ち
た
形
が
メ
ン
デ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。関
連
し
て
、「
美
人
で
は
な
い
け
れ

ど
も
か
わ
い
い
」人
を
指
す
メ
ン
ド
ガ
ワ
イ
ラ

シ
ー
と
い
う
言
い
方
も
聞
き
ま
し
た
。

　「
み
す
ぼ
ら
し
い
」様
子
を
言
う
ヒ
ン
ソ
ナ

（「
貧
相
な
」か
ら
）、ビ
ン
ボ
タ
ラ
シ
ー
、ビ
ン

ボ
ク
サ
イ
、「
み
っ
と
も
な
い
」「
不
潔
な
、汚
い
」

様
子
を
言
う
ヤ
ン
チ
ャ
ク
サ
イ
、ヤ
ン
チ
ャ
ナ
も

聞
き
ま
し
た
。

　
次
回
も
さ
ら
に
形
容
語
の
方
言
を
続
け
ま

す
。

連載
140

「あら、かわいらしい～。将来はキリョーヨシやね」
「えへへ、キリョーヨシってな～に？」（安宅町の北
村芽衣ちゃん）

2009年11月号

ー 147 ー

形
容
語
の
方
言
あ
れ
こ
れ
　

そ
の
４

　
今
回
は
ま
ず
前
回
取
り
上
げ
た
メ
ン
デ
に
つ

い
て
の
補
足
か
ら
始
め
ま
す
。

小
松
に
も
メ
ン
ド
イ
が
あ
っ
た

　
前
回
は
、「
醜
い
」の
意
味
の
方
言
と
し
て
小

松
で
聞
か
れ
る
メ
ン
デ
、メ
ン
デ
ー
、メ
ン
ダ
イ

な
ど
は
、「
面
倒
」が
形
容
詞
化
し
た
メ
ン
ド
イ

に
由
来
す
る
も
の
だ
ろ
う
と
書
き
ま
し
た
が
、

こ
れ
ま
で
の
小
松
で
の
調
査
資
料
を
詳
し
く
見

て
い
ま
し
た
ら
、符
津
で
の
記
録
に「
顔
形
が
醜

い
」の
意
味
の
メ
ン
ド
イ
、「
器
量
が
悪
い
、体
裁

が
よ
く
な
い
、み
っ
と
も
な
い
」の
意
味
の
メ
ン

ド
ク
サ
イ
が
あ
り
ま
し
た
。こ
れ
で
、メ
ン
デ
、

メ
ン
デ
ー
な
ど
が「
面め
ん
ど倒
い
」が
元
の
形
で
あ
る

こ
と
が
証
明
さ
れ
た
と
思
い
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、「
め
ん
ど
う
」の「
面
倒
」の
字
は

借
字
で
、そ
も
そ
も
の
語
源
は「
そ
う
す
る
こ
と

が
む
だ
だ
の
意
の
雅
語『
だ
う
な
』に『
目
』を
冠

し
た『
目
だ
う
な
』の
変
化
。原
義
は『
見
る
の
も

大
儀
な
』の
意
」（『
新
明
解
国
語
辞
典
　
第
六

版
』三
省
堂
）と
あ
り
ま
す
か
ら
、「
醜
い
」も
そ

の
原
義
か
ら
派
生
し
た
も
の
と
考
え
れ
ば
い
い

で
し
ょ
う
。

メ
ン
ド
イ
、メ
ン
デ
と
メ
ン
ド
ナ
は
別
語
？

　
メ
ン
ド
イ
、メ
ン
デ
な
ど
に
触
れ
た
つ
い
で

に
メ
ン
ド
ナ
と
い
う
方
言
も
取
り
上
げ
て
お

き
ま
し
ょ
う
。こ
ち
ら
も
漢
字
を
使
っ
て
書
け
ば

「
面
倒
な
」で
、語
源
は
先
の「
目
だ
う
な
」に
同

じ
で
し
ょ
う
が
、メ
ン
ド
ナ（
コ
）と
言
え
ば「
醜

い（
子
）」で
は
な
く「
厄
介
な（
子
）」の
意
味
に

な
り
ま
す
。語
源
は
も
と
も
と
同
じ
な
の
に
、形

や
意
味
が
微
妙
に
変
化
し
、メ
ン
ド
イ
、メ
ン
デ

と
い
う
形
容
詞
形
と
メ
ン
ド
ナ
と
い
う
形
容
動

詞
形
の
二
つ
が
小
松
で
は
併
用
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

オ
ト
ナ
シ
ー
も
共
通
語
と
は
異
な
る
意
味
が

　
オ
ト
ナ
シ
ー
と
聞
け
ば
、最
近
で
は
共
通
語

的
な「
大
人
し
い
」の
意
味
を
思
い
浮
か
べ
る
人

が
ほ
と
ん
ど
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、小
松
で
は

「
静
か
な
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
。「
静
か
な
」の
意
味
で
使
う
と
い
う
高
年

層
の
人
の
中
に
は
、オ
ト
ナ
シ
ー
は「
音
無
し
」

で「
静
か
な
」の
意
味
に
な
る
と
思
っ
て
い
る

人
が
い
ま
す
が
、そ
れ
が
本
当
な
ら
、こ
ち
ら
は

「
大
人
し
い
」（
本
来「
い
か
に
も
大
人
ら
し
い
。

大
人
び
て
い
る
」「
年
配
で
分
別
が
あ
る
」「
穏

和
だ
。穏
や
か
だ
。す
な
お
だ
」な
ど
の
意
味
）と

「
音
無
し
い
」と
い
う
別
語
に
由
来
す
る
オ
ト

ナ
シ
ー
が
併
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す

が
、「
音
無
し
」は
民
間
語
源（
正
し
い
語
源
で

は
な
い
が
民
衆
が
自
分
の
使
う
語
を
合
理
化
す

る
た
め
に
生
ま
れ
た
語
源
）と
考
え
る
べ
き
で

し
ょ
う
。
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