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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
１

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
１
）―

　
２
０
０
８
年
に
Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
沿
線
で
行
っ

た
４
世
代
調
査
の
結
果
を
も
と
に
、お
よ
そ
３

年
間
に
わ
た
っ
て
続
け
て
き
た「
小
松
方
言
の

世
代
差
」を
終
わ
り
、今
回
か
ら
は
小
松
の
方
言

の
語
源
に
つ
い
て
考
え
て
い
き
た
い
と
思
い
ま

す
。語
源
に
つ
い
て
は
本
連
載
で
す
で
に
言
及

し
た
も
の
も
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、そ
れ

ら
と
の
重
複
を
な
る
べ
く
避
け
な
が
ら
紹
介
し

て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
方
言
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
方
で
独
自
に
生
ま
れ

た
、地
方
特
有
の
こ
と
ば
と
考
え
て
い
る
人
が

少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
。そ
ん
な
思
い
込
み
や
、明

治
時
代
後
半
か
ら
の
学
校
で
の
標
準
語
教
育

の
結
果
、方
言
は
田
舎
の
訛な
ま

っ
た
こ
と
ば
、汚
い

こ
と
ば
と
し
て
悪
者
扱
い
さ
れ
る
よ
う
に
な
り

ま
し
た
。も
ち
ろ
ん
そ
う
い
う
こ
と
ば
が
あ
る

こ
と
も
事
実
で
す
が
、地
方
で
使
わ
れ
て
き
た

伝
統
方
言
の
多
く
は
、か
つ
て
長
く
政
治
・
文
化

の
中
心
地
で
あ
っ
た
京
都
で
生
ま
れ
た
こ
と
ば

が
、鉄
道
や
高
速
道
路
、テ
レ
ビ
・
ラ
ジ
オ
や
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
も
な
い
時
代
に
、人
か
ら
人
へ
と

伝
言
ゲ
ー
ム
の
よ
う
に
地
方
に
伝
え
ら
れ
た
も

の
、ま
た
、そ
れ
が
途
中
で
形
を
変
え
た
り
意
味

を
変
え
た
り
し
た
も
の
な
の
で
す
。著
名
な
方

言
研
究
者
・
井
上
史
雄
氏
の
計
算
に
よ
れ
ば
、京

都
を
出
発
し
た
こ
と
ば
は
年
速
約
１
キ
ロ
で
地

方
に
伝
わ
っ
た
と
さ
れ
て
い
ま
す
の
で
、江
戸

時
代
以
前
に
京
都
で
生
ま
れ
た
こ
と
ば
が
小
松

に
た
ど
り
着
く
に
は
、２
０
０
年
程
度
か
か
っ

た
と
考
え
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

　
そ
こ
で
、ま
ず
は
小
松
の
方
言
で
京
都
語
由

来
と
考
え
ら
れ
る
も
の
か
ら
見
て
い
く
こ
と
に

し
ま
す
。

オ
ゾ
イ
は
古
語「
悍お
ぞ

し
」か
ら

　
本
連
載
の
１
０
６
回（
２
０
０
７
年
１
月
号
）

で「
古
い
」の
意
味
で
の
オ
ゾ
イ（
尾
小
屋
な
ど
）

を
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、小
松
市
内

で
聞
か
れ
る
オ
ゾ
イ
は「
古
い
、粗
末
な
、下
手

な
」と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。オ
ゾ
イ
は

平
安
時
代
の『
源
氏
物
語
』な
ど
に「
恐
ろ
し
い
」

の
意
味
で
見
ら
れ
る「
悍
し
」、特
に
江
戸
時
代

初
期
の
上
方
語
文
献
な
ど
に「
よ
く
な
い
」の
意

味
で
見
ら
れ
る「
お
ぞ
い
」に
由
来
す
る
も
の

で
、小
松
の
オ
ゾ
イ
は
近
世
上
方
語
の「
お
ぞ

い
」の
意
味
に
近
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。「
古

い
、粗
末
な
」の
意
味
の
オ
ゾ
イ
は
、小
松
だ
け

で
な
く
、北
陸
の
富
山
、石
川
、福
井（
嶺
北
地

方
）の
広
い
範
囲
と
中
部
地
方
か
ら
近
畿
地
方

の
一
部
に
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。ま
た
、「
悍
し
」

の
古
い
意
味（「
恐
ろ
し
い
」）に
近
い
オ
ゾ
イ

は
、北
陸
で
は
福
井
県
嶺
北
地
方
南
部
と
若
狭

地
方
の
一
部
を
中
心
に
石
川
県
内
に
も
点
々
と

分
布
が
見
え
、様
々
に
発
音
を
変
え
て
関
東
地

方
か
ら
西
日
本
の
広
い
範
囲
で
も
確
認
で
き
ま

す
。
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「この本もオゾなったなあ」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
２

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
２
）―

「
も
っ
た
い
な
い
」が
国
際
語M
O
TTAIN

AI

に

　
２
０
０
４
年
に
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
を
受
賞

し
た
ケ
ニ
ア
人
の
ワ
ン
ガ
リ
・
マ
ー
タ
イ
さ
ん

は
、２
０
０
５
年
の
来
日
時
に「
も
っ
た
い
な

い
」と
い
う
日
本
語
を
知
り
、そ
れ
が
、マ
ー
タ

イ
さ
ん
が
取
り
組
む
資
源
の
有
効
活
用
、３
Ｒ

（Reduce

、Reuse

、Recycle

）を
簡
潔
に
表
す

言
葉
で
あ
り
、さ
ら
に
命
の
大
切
さ
や
、か
け

が
え
の
な
い
地
球
資
源
に
対
す
るRespect

（
尊

敬
の
念
）の
意
味
も
込
め
ら
れ
て
い
る
と
考
え
、

M
O
TTA
IN
A
I

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
提
唱
し
ま
し

た
。こ
う
し
て
、日
本
語「
も
っ
た
い
な
い
」は
一

躍
、国
際
語「M

O
TTAIN

AI

」と
し
て
世
界
に
知

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

小
松
で
は
ア
ッ
タ
ラ
、オ
ト
マ
シ
ー

　
と
こ
ろ
が
、小
松
の
伝
統
方
言
で
モ
ッ
タ
イ

ナ
イ
と
い
う
と
、共
通
語
と
は
少
し
違
っ
て「
あ

り
が
た
い
。あ
り
が
と
う
」に
近
い
意
味
で
使
わ

れ
ま
す
。で
は
、共
通
語「
も
っ
た
い
な
い
」に
あ

た
る
小
松
方
言
は
何
か
と
い
う
と
、ア
ッ
タ
ラ

か
オ
ト
マ
シ
ー
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

ア
ッ
タ
ラ
は
古
語「
惜あ
た
ら」に
由
来

　
小
松
方
言
の
ア
ッ
タ
ラ
は
古
語「
あ
た
ら

（
惜
）」に
由
来
し
ま
す
。中
央
語
の「
あ
た
ら
」

は
奈
良
時
代
に
は
形
容
詞「
惜
あ
た
ら

し
」で
し
た
が
、

「
新
あ
ら
た
し
」が
平
安
時
代
に「
新
あ
た
ら
し
」に
変
化
し
た

た
め
に
、「
惜
あ
た
ら
」（「
あ
っ
た
ら
」と
も
）は
そ
れ
と

の
同
音
衝
突
を
避
け
て
副
詞
・
連
体
詞
と
し
て

残
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。小
松
の
ア
ッ
タ

ラ
は
、そ
の
副
詞
・
連
体
詞
の「
あ
た
ら（
惜
）」が

伝
わ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』

（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、「
惜
し
い
。も
っ
た
い
な

い
」の
意
味
の「
あ
っ
た
ら
」は
、小
松
の
ほ
か
、

岩
手
県
、宮
城
県
な
ど
の
東
北
の
一
部
、埼
玉

県
、長
野
県
、新
潟
県
、富
山
県
、岐
阜
県
な
ど
の

関
東
・
中
部
・
北
陸
地
方
の
一
部
で
使
わ
れ
て
い

る
ら
し
い
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

オ
ト
マ
シ
ー
は「
疎う
と

ま
し
い
」か
ら
の
変
化
形

　
同
じ
く「
惜
し
い
。も
っ
た
い
な
い
」の
意
味

の
方
言
オ
ト
マ
シ
ー
も
、か
つ
て
の
京
都
語「
疎

ま
し
い
」に
由
来
す
る
も
の
で
す
。古
語「
疎
ま

し
い
」の
意
味「
気
味
が
悪
い
、い
と
わ
し
い
、嫌

な
感
じ
だ
」の「
嫌
な
感
じ
」の
意
味
が
、方
言

と
し
て
形
と
意
味
を
変
え
た
も
の
と
考
え
て
い

ま
す
。前
出
の『
日
本
方
言
大
辞
典
』に
よ
れ
ば
、

「
惜
し
い
。も
っ
た
い
な
い
」の
意
味
の
オ
ト
マ

シ
ー
は
、小
松
を
含
む
北
陸
三
県
の
ほ
か
、岐
阜

県
飛
騨
地
方
、愛
知
県
、三
重
県
な
ど
で
使
わ
れ

て
い
る
よ
う
で
す
。
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「ごっつぉさん。もう腹いっぱいや」
「あらオトマシー、こんなに残いて」

2012年12月号



ー 184 ーー 185 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
３

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
３
）―

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。本

連
載
を
こ
の
言
葉
で
始
め
る
の
も
今
回
が
14
回

目
。今
月
か
ら
連
載
も
足
か
け
15
年
目
に
入
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。今
後
と
も
ご
愛
読
下
さ
い
。

　
さ
て
、前
々
回
か
ら
始
め
た「
小
松
方
言
の
語

源
」シ
リ
ー
ズ
。今
回
も
、京
都
語
由
来
の
方
言

に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。

ウ
マ
ソ
ナ
子
っ
て「
お
い
し
そ
う
な
子
」？

　
小
松
を
は
じ
め
、石
川
・
富
山
両
県
の
範
囲
で

広
く
聞
か
れ
る
方
言
に
、丸
々
と
太
っ
た
健
康

そ
う
な
子
ど
も
を
さ
し
て
言
う
ウ
マ
ソ
ナ
子
と

い
っ
た
言
い
方
が
あ
り
ま
す
。地
域
に
よ
っ
て
は

ウ
マ
ソ
ー
ナ
、ウ
マ
ソ
イ
、マ
ー
ソ
イ
な
ど
の
発

音
も
聞
か
れ
ま
す
。

　
た
だ
、石
川
・
富
山
以
外
の
出
身
の
母
親
が
、

ふ
く
よ
か
で
健
康
そ
う
な
子
ど
も
を
抱
い
て
い

て
、地
元
の
人
か
ら「
ウ
マ
ソ
ナ
子
や
ね
ー
」と

言
わ
れ
た
ら
、さ
ぞ
驚
く
こ
と
で
し
ょ
う
。人
の

子
を
見
て「
お
い
し
そ
う
な
子
」と
は
何
事
だ
、

と
い
う
わ
け
で
す
。「
ウ
マ
ソ
ナ
子
」と
言
っ
た
人

は
ほ
め
て
い
る
つ
も
り
な
の
で
す
が
、「
お
い
し

そ
う
な
。味
が
良
さ
そ
う
な
」の
意
味
の
共
通
語

の
ウ
マ
イ
、ウ
マ
ソ
ー
ナ
が
あ
り
ま
す
か
ら
、そ

の
意
味
と
誤
解
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

石
川
・
富
山
以
外
の
人
か
ら
す
れ
ば
、ず
い
ぶ
ん

人
騒
が
せ
な
方
言
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

　「
お
い
し
い
。味
が
よ
い
」の
ウ
マ
イ
は
、す
で

に
奈
良
時
代
の
中
央
語（
当
時
の
奈
良
、そ
の
後

の
京
都
）に
使
用
例
が
見
ら
れ
る
ク
活
用
形
容

詞「
う
ま
し
」に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
が
、「
ウ
マ
ソ
ナ
子
」と
言
う
場
合
の
ウ
マ

ソ
ナ
は
、奈
良
時
代
の
万
葉
集
に「
う
ま
し
国
そ 

あ
き
づ
島 

大
和
の
国
は
」の
よ
う
に
登
場
す
る
、

「
十
分
整
っ
て
美
し
い
。す
ば
ら
し
い
」の
意
味

の
シ
ク
活
用
形
容
詞「
う
ま
し
」が
北
陸
に
伝
播

し
、「
す
ば
ら
し
い
」の
意
味
か
ら
、石
川
・
富
山

の
旧
加
賀
藩
域
で
は
さ
ら
に
、「
ふ
く
よ
か
で
立

派
な
」の
意
味
を
持
つ
に
至
っ
た
と
考
え
て
い
ま

す
。

　
な
お
、語
形
的
に
は
、シ
ク
活
用
形
容
詞
の

「
う
ま
し
」が「
う
ま
し
い
」を
経
て
ウ
マ
ソ
イ

に
変
化
し
、ウ
マ
ソ
イ
が
一
方
で
は
ン
マ
ソ
イ
、

マ
ー
ソ
イ
に
変
化
し
、一
方
で
は
ウ
マ
ソ
ナ（
形

容
動
詞
型
）に
変
化
し
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
ウ
マ
ソ
ナ
子
の
ウ
マ
ソ
ナ
の
よ
う
に
、あ
る

方
言
形
と
同
じ
形
の
共
通
語
形
が
あ
る
と
、他

地
域
の
人
に
は
誤
解
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の

で
注
意
が
必
要
で
す
。「
も
ら
え
る
」の
意
味
の

ア
タ
ル
、「
利
口
で
聞
き
分
け
の
よ
い（
子
）」の

カ
タ
イ（
子
）、「
程
度
が
大
き
い
」こ
と
を
言
う

ガ
ン
コ
ナ
な
ど
も
そ
の
よ
う
な
例
と
言
え
る
で

し
ょ
う
。
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「あらー　ウマソナ子やねぇ」
「うん、ぼく元気もりもり！」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
４

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
４
）―

　
今
年
の
干え

と支
は
巳み

、つ
ま
り
蛇
の
年
で
す
。そ

こ
で
、今
回
は
巳み
ど
し年
に
ち
な
ん
で
、京
都
語
由

来
の
小
松
方
言
の
例
と
し
て
、〈
蛇
の
抜
け
殻が
ら

〉

を
指
す
キ
ン
、ケ
ン
を
取
り
上
げ
ま
す
。ち
な
み

に
、小
松
市
内
で
の〈
蛇
の
抜
け
殻
〉の
方
言
に

つ
い
て
は
、本
連
載
の
41
回（
２
０
０
１
年
８
月

号
）で
一
度
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

〈
蛇
の
抜
け
殻
〉を
言
う
キ
ン
、ケ
ン
は
衣き
ぬ

か
ら

　
連
載
41
回
目
で
も
書
い
た
よ
う
に
、蛇
が
脱

皮
し
た
あ
と
に
残
さ
れ
る〈
蛇
の
抜
け
殻
〉の
小

松
市
内
で
の
方
言
の
代
表
形
が
キ
ン
あ
る
い
は

ケ
ン
で
し
た
。そ
し
て
、わ
ず
か
な
地
点
で
は
あ

り
ま
す
が
、キ
ヌ
も
聞
か
れ
ま
し
た
。こ
の
こ
と

か
ら
、小
松
で
聞
か
れ
る
キ
ン
、ケ
ン
は
、キ
ヌ

が
キ
ン
に
、さ
ら
に
キ
ン
が
ケ
ン
に
変
化
し
た

形
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
現
代
日
本
語
で
キ
ヌ
と
い
う
と
、普
通
は
絹

織
物
の「
絹
」を
指
す
と
思
っ
て
し
ま
い
ま
す

が
、蛇
の
抜
け
殻
を
い
う
キ
ヌ
は
、衣
服
・
着
物

を
指
す
古
語
の「
衣
」が
語
源
で
す
。『
日
本
国
語

大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、衣
服
・
着
物
を

指
す「
衣
」と
い
う
語
は
、奈
良
時
代
の
古
事
記
、

万
葉
集
、平
安
時
代
の
源
氏
物
語
、更
級
日
記
な

ど
に
す
で
に
登
場
す
る
古
い
言
葉
で
す
。

　
現
在
、共
通
語
も
含
め
た
本
土
の
方
言
で
は
、

衣
服
・
着
物
の
意
味
で
キ
ヌ
を
使
う
地
域
は
ほ

と
ん
ど
あ
り
ま
せ
ん
が
、琉
球
方
言
地
域
で
は

「
衣
」か
ら
変
化
し
た
キ
ン
、チ
ン
が
今
も
使
わ

れ
て
い
ま
す
。

　
次
は
、沖
縄
の
首し
ゅ
り里

方
言（
現
在
の
県
庁
所
在

地
の
那
覇
市
方
言
）で
語
ら
れ
た
昔
話
の「
桃
太

郎
」の
一
節
で
す
。

（
前
略
）ア
ル
フ
ィ
ー
　
タ
ン
メ
ー
ヤ
　
ヤ
マ

ン
カ
イ
　
タ
ム
ン
　
ト
ゥ
イ
ガ
　
ン
メ
ー
ヤ
　

カ
ー
ラ
ン
カ
イ
　
チ
ン
　
ア
レ
ー
ガ
　
イ

チ
ャ
ビ
タ
ン

（
共
通
語
訳
：
あ
る
日
、お
じ
い
さ
ん
は
山
へ

柴
刈
り
に
、お
ば
あ
さ
ん
は
川
へ
洗
濯
に
行

き
ま
し
た
）

（
Ｎ
Ｈ
Ｋ
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
Ｃ
Ｄ
教
材『
日
本
の
方

言
』よ
り
）

　
こ
の
中
の「
チ
ン 

ア
レ
ー
ガ
」は「
着
物
を
洗

い
に
＝
洗
濯
に
」の
意
味
で
、こ
の
チ
ン
が「
衣
」

か
ら
変
化
し
た
形
な
の
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、中
世
末
期
の
京
都
語
を
記
録
し

て
い
る
こ
と
で
知
ら
れ
る
、キ
リ
シ
タ
ン
資
料

の『
日に
っ
ぽ葡
辞
書
』に
は
、「Q

inuuo

（
キ
ヌ
ヲ
）ヌ

グ〈
訳
〉蛇
が
脱
皮
す
る
」の
記
述
が
見
ら
れ
ま

す
。昔
の
人
は〈
蛇
の
抜
け
殻
〉を
蛇
が
脱
い
だ

着
物
＝
キ
ヌ
に
見
立
て
た
の
で
し
ょ
う
。中
世

末
期
に
京
都
で
使
わ
れ
て
い
た〈
蛇
の
抜
け
殻
〉

を
も
指
す
キ
ヌ
が
小
松
に
も
伝
わ
り
、そ
れ
に

音
声
変
化
が
起
こ
っ
て
、キ
ン
や
ケ
ン
が
生
ま

れ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
す
。

連載
179

「このキン、財布に入れとくとお金貯まれんよ」

2013年2月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
５

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
５
）―

　
今
回
は「
麦も
の
も
ら
い

粒
腫
」の
方
言
を
取
り
上
げ
ま

す
。

　「
麦
粒
腫
」の
方
言
に
つ
い
て
は
、小
松
市
内

で
の
分
布
に
つ
い
て
は
本
連
載
の
８
回
目
で
、

Ｊ
Ｒ
沿
線
で
の
世
代
差
に
つ
い
て
は
１
７
４
回

目
で
も
取
り
上
げ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。市
内

で
広
く
聞
か
れ
る「
麦
粒
腫
」方
言
の
代
表
は
メ

モ
ラ
イ（
音
声
変
種
と
し
て
の
エ
モ
ラ
イ
、イ
モ

ラ
イ
、メ
モ
レ
、メ
モ
ロ
ー
、イ
モ
リ
な
ど
を
含

む
）で
し
た
が
、今
回
は
そ
こ
で
も
紹
介
し
た
、

大
日
川
上
流
部
の
丸
山
に
分
布
す
る
ホ
ッ
テ
、

そ
し
て
大
杉
谷
川
上
流
部
に
分
布
す
る
メ
ブ
ッ

テ
、メ
ブ
ッ
テ
ー
、ネ
ブ
ッ
テ
ー
と
、か
つ
て
の
中

央
語（
京
都
語
）と
の
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
と
思
い
ま
す
。

メ
ブ
ッ
テ（
ー
）、ネ
ブ
ッ
テ
ー
は「
目め
ぼ
い
と
う

陪
堂
」か

ら　
小
松
市
内
で
比
較
的
古
い
方
言
の
分
布
が
見

ら
れ
る
こ
と
が
多
い
山
間
部
の
大
日
川
と
大
杉

谷
川
の
上
流
部
で
聞
か
れ
た
ホ
ッ
テ
、メ
ブ
ッ

テ
、メ
ブ
ッ
テ
ー
、ネ
ブ
ッ
テ
ー
は
、か
つ
て
中
央

語
で
使
わ
れ
た
可
能
性
の
あ
る（
文
献
例
は
確

認
で
き
て
い
ま
せ
ん
が
）「
目
陪
堂
」に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。国
立
国
語
研
究
所
編『
日

本
言
語
地
図
』で「
麦
粒
腫
」方
言
の
全
国
分
布

を
見
る
と
、東
日
本
で
は
東
北
の
秋
田
県
、西

日
本
で
は
中
国
地
方
の
鳥
取
、島
根
、岡
山
、広

島
県
に
ホ
イ
ト
、メ
ボ
イ
ト
の
ま
と
ま
っ
た
分

布
が
見
え
ま
す
。小
松
の
ホ
ッ
テ
、メ
ブ
ッ
テ
、メ

ブ
ッ
テ
ー
、ネ
ブ
ッ
テ
ー
も
、こ
の
ホ
イ
ト
、メ
ボ

イ
ト
と
語
源
を
同
じ
く
す
る
も
の
だ
ろ
う
と
考

え
て
い
ま
す
。

　
ホ
イ
ト
と
は
、本
来
仏
教
用
語
で「
禅
宗
の
僧

が
僧
堂
の
外
で
食
事
の
も
て
な
し
を
受
け
る
こ

と
」を
意
味
し
た「
陪ほ
い
と
う堂

」で
、後
に「
人
に
施
し

を
受
け
る
人（
こ
と
）」、つ
ま
り「
乞こ
じ
き食

」の
意
味

と
な
り
ま
し
た
。よ
っ
て
、メ
ボ
イ
ト（
目
陪
堂
）

は「
目
＋
乞
食
」の
意
味
で
す
。ホ
イ
ト
、メ
ボ
イ

ト
が「
麦
粒
腫
」の
方
言
と
な
っ
た
の
は
、こ
の

眼
病
に
関
し
て
、「
他
人
か
ら
何
か
物
を
も
ら

う
と
治
る
」と
い
う
俗
信
が
全
国
各
地
に
見
ら

れ
る
こ
と
と
関
係
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
。か
つ
て
中
央
語
で「
麦
粒
腫
」の
意
味
で
生

ま
れ
た
メ
ボ
イ
ト
が
近
畿
地
方
か
ら
周
辺
に
分

布
を
拡
げ
た
と
考
え
る
わ
け
で
す
。『
日
本
言
語

地
図
』で
は
、ホ
イ
ト
、メ
ボ
イ
ト
の
分
布
の
内

側
に
メ
コ
ジ
キ（
ホ
イ
ト
を
コ
ジ
キ
に
変
え
た
）

や
メ
ボ（
メ
ボ
イ
ト
の
下
略
形
）の
分
布
が
見
え

ま
す
。福
井
県
嶺
北
地
方
北
部
か
ら
石
川（
奥
能

登
を
除
く
）、富
山
に
か
け
て
広
く
聞
か
れ
る
メ

モ
ラ
イ
も
、「
メ
＋
モ
ラ
イ（
人
か
ら
物
を
も
ら

う
）」の
意
味
で
生
ま
れ
た
方
言
と
考
え
れ
ば
い

い
で
し
ょ
う
。

連載
180

「ここにメブッテできてしもた。眼医者行ってこんな
ん」

2013年3月号

ー 187 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
６

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
６
）―

　
今
年
も
ま
た
４
月
を
迎
え
、本
連
載
は
16
年

目
に
入
り
ま
す
。こ
う
し
て
長
く
書
き
続
け
て

来
ら
れ
た
の
も
、小
松
の
皆
さ
ん
が
読
ん
で
下

さ
っ
て
い
る
か
ら
こ
そ
と
、感
謝
申
し
上
げ
ま

す
。

　
連
載
16
年
目
の
ス
タ
ー
ト
も
、前
回
ま
で
に

続
い
て
京
都
語
由
来
の
小
松
方
言
の
話
題
で

す
。

ア
テ
ガ
イ
ナ
は
古
語「
あ
て
が
い
」か
ら

　
小
松
市
内
の
広
い
範
囲
で
聞
か
れ
た「
い
い

加
減
な
」の
意
味
の
ア
テ
ガ
イ
ナ（
ア
テ
ゲ
ナ
の

形
も
）は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）の
名
詞

「
あ
て
が
い
」（
漢
字
で
は「
宛
行
」「
充
行
」と
書

か
れ
ま
す
）に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
て
い
ま

す
。古
語「
あ
て
が
い
」は
現
代
語
の
動
詞「
あ
て

が
う
」の
も
と
に
な
っ
た
語
と
考
え
ら
れ
、「
見

込
み
。予
測
」、「
心
配
り
。取
り
計
ら
い
」、「
割
り

振
っ
て
与
え
る
こ
と
」、「
職
務
に
対
す
る
報
酬

と
し
て
与
え
ら
れ
る
土
地
・
金
銭
な
ど
」と
い
っ

た
意
味
が
あ
り
ま
す
が
、小
松
の
ア
テ
ガ
イ
ナ
、

ア
テ
ゲ
ナ
は
、こ
の
中
で
も
中
世
の
仏
教
説
話
集

『
沙し
ゃ
せ
き石

集
』（
１
２
８
３
年
成
立
）な
ど
に
用
例

が
見
え
る「
見
込
み
。予
測
」に
近
い
意
味
の「
あ

て
が
い
」が
、形
容
語（
形
容
動
詞
）化
し
て
小

松
に
伝
わ
る
過
程
で「
い
い
加
減
な
」の
意
味
で

使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま

す
。石
川
県
内
で
は
、小
松
市
以
外
で
も「
い
い

加
減
な
」の
意
味
の
ア
テ
ガ
イ
ナ
が
使
わ
れ
る

地
域
は
少
な
く
あ
り
ま
せ
ん
し
、富
山
県
砺
波

地
方
な
ど
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
で
す
。

相
手
の
労
を
ね
ぎ
ら
う
感
謝
の
言
葉
も
京
都

語
由
来

　
小
松
で
使
わ
れ
る「
あ
り
が
と
う
」に
あ
た

る
感
謝
の
言
葉
の
方
言
と
い
う
と
、金
沢
や
小

松
の
町
部
で
使
わ
れ
る
ア
ン
ヤ
ト
の
ほ
か
に
、

北
陸
地
方
の
広
い
範
囲
で
聞
か
れ
る
キ
ノ
ド

ク
ナ
、市
内
の
南
部
地
域
や
東
部
地
域
で
聞
か

れ
る
イ
ト
シ
ゲ
ニ（
エ
ト
シ
ゲ
ニ
と
も
）、そ
し

て
東
部
地
域
の
山
間
部
、丸
山
、大
杉
、尾
小
屋

な
ど
で
聞
か
れ
る
シ
ョ
ー
シ
ヤ（
シ
ョ
ー
シ
ャ
、

シ
ョ
ッ
シ
ャ
ナ
ー
と
も
）が
あ
り
ま
す
。キ
ノ
ド

ク
ナ
、イ
ト
シ
ゲ
ニ
、シ
ョ
ー
シ
ヤ
は
、い
ず
れ
も

自
分
に
気
遣
い
を
し
て
く
れ
た
相
手
の
こ
と
を

気
の
毒
に
、か
わ
い
そ
う
に
思
う
気
持
ち
が
感

謝
の
表
現
と
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

キ
ノ
ド
ク
ナ
が「
気
の
毒
」に
由
来
す
る
こ
と
は

明
ら
か
で
す
が
、イ
ト
シ
ゲ
ニ
と
シ
ョ
ー
シ
ヤ

も
、そ
れ
ぞ
れ「
か
わ
い
そ
う
だ
」の
意
味
の
か

つ
て
の
京
都
語「
愛
し
」（
形
容
詞
）、「
笑
止
」（
形

容
動
詞
）に
由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

市
内
で
の
分
布
か
ら
は
、シ
ョ
ー
シ
ヤ
↓
イ
ト

シ
ゲ
ニ
↓
キ
ノ
ド
ク
ナ
の
順
で
変
化
し
た
と
考

え
て
い
ま
す
。

連載
181

「コーヒーをどうぞ」
「あらーイトシゲニ」

2013年4月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
７

―
京
都
語
由
来
の
方
言
に
つ
い
て

（
７
）―

　
今
回
も
京
都
語
由
来
の
小
松
方
言
の
話
題
を

続
け
ま
す
。

　
今
回
は
、本
連
載
の
60
回（
２
０
０
３
年
３

月
）に「
人
の
性
向（
性
質
）を
表
す
方
言
」と
し

て
尾
小
屋
の
例
を
紹
介
し
た「
頑
固
な
人
」の
意

味
の
イ
チ
ガ
イ
モ
ン
、「
一
徹
な
。強
情
な
。偏
屈

な
」の
意
味
の
イ
チ
ガ
イ
ナ
の
イ
チ
ガ
イ
を
取

り
上
げ
ま
す
。

意
外
に
広
い
イ
チ
ガ
イ
の
分
布

　
小
松
方
言
の
イ
チ
ガ
イ
に
つ
い
て
は
、先
の

尾
小
屋
の
例
の
ほ
か
に
も
、小
松
市
教
育
研
究

所『
町
史
に
み
る
小
松
の
方
言
』（
１
９
９
３
年
）

に
よ
れ
ば
、「
思
い
を
通
す
」の
意
味
の
形
容
語

イ
チ
ガ
イ
ナ
が『
軽
海
町
史
』に
、「
一い
ち
ず途

な
」の

意
味
の
形
容
語
イ
チ
ゲ
ナ
が『
中
海
町
史
』に
、

「
一
つ
の
こ
と
に
こ
だ
わ
る
。堅
苦
し
い
」の
意

味
の
イ
チ
ゲ
ナ
が『
草
野
町
史
』に
載
っ
て
い
る

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。イ
チ
ゲ
ナ
は
イ
チ
ガ
イ

ナ
の
ガ
イ
の
部
分
が
ゲ
ー
に
変
化
し
、さ
ら
に

そ
の
長
音
が
脱
落
し
た
形
で
す
。

　
石
川
県
内
で
は
、小
松
以
外
に
も
、「
短
気

な
」の
意
味
の
イ
チ
ガ
イ
ナ
、「
短
気
者
」の
イ

チ
ガ
イ
モ
ン
が
新
田
露
子『
七
尾
地
方
の
方

言
集
』（
１
９
９
６
年
）に
、「
強
情
な
」の
意
味

の
イ
チ
ガ
イ
ナ
が
志
受
俊
孝『
金
沢
の
方
言
』

（
１
９
８
３
年
）に
見
え
る
な
ど
、各
地
の
方
言

集
等
で
確
認
で
き
、県
内
の
か
な
り
広
い
範
囲

で
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
で
す
。ま
た
、『
日
本
方

言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、石
川
県
以
外

に
も
新
潟
、富
山
、岐
阜
、鳥
取
、島
根
、岡
山
、広

島
、山
口
、愛
媛
、高
知
な
ど
の
県
、つ
ま
り
、か

つ
て
の
中
央
語
地
域
の
近
畿
地
方
の
周
辺
に
分

布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

イ
チ
ガ
イ
は
か
つ
て
の
京
阪
語「
一
概
」に
由

来　
右
で
述
べ
た
イ
チ
ガ
イ
の
全
国
的
な
分
布
状

況
か
ら
も
推
定
さ
れ
る
よ
う
に
、イ
チ
ガ
イ
は

か
つ
て
の
京
阪
語「
い
ち
が
い
」（
漢
字
を
あ
て

る
と「
一
概
」）に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』に
よ
れ
ば
、文
献
例
と

し
て
、中
世
期
の「
毛も
う
し詩

抄
」（
１
５
３
２
〜
５
５

年
成
立
）の
使
用
例
を
は
じ
め
、江
戸
期
の「
日

葡
辞
書
」（
１
６
０
３
年
）や
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃「
八や

お

や
百
屋
お

七
」（
１
７
１
４
〜
１
７
年
頃
初
演
）の
例
が
見

え
ま
す
。

　
そ
の
意
味
は
、「
日
葡
辞
書
」に「Ichigaiuo

（
イ
チ
ガ
イ
ヲ
）タ
ツ
ル〈
訳
〉自
分
の
意
志
を
強

情
に
通
す
」と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
も
、中
世
末
期

か
ら
江
戸
初
期
頃
の
京
阪
語
の
意
味
と
ほ
ぼ
同

じ
状
態
で
小
松
に
伝
わ
り
、方
言
と
し
て
使
用

さ
れ
て
き
た
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。そ
れ
に
対

し
て
、七
尾
方
言
の
例
は
、意
味
が
少
し
変
化
し

た
結
果「
短
気
な
」の
意
味
を
表
す
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

連載
182

「普段はイチガイ（？）なおじいちゃんも孫の笑顔に
は負けるなあ」

2013年5月号

ー 189 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
８

―
京
都
語
由
来
の
イ
ッ
ケ
と
イ
ッ

チ
ョ
ラ
イ
―

　
今
回
は
京
都
語
由
来
の
小
松
方
言
の
中
か
ら
、

「
親
類（
親
戚せ
き

）」を
指
す
イ
ッ
ケ
と「
一
番
上
等

の
晴
れ
着
」を
指
す
イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
を
取
り
上

げ
ま
す
。

イ
ッ
ケ
は「
一い
っ
け家
」か
ら

　
現
代
共
通
語
で「
一
家
」と
書
く
と
、「
い
っ
か
」

と
読
ん
で
、「
一
家
で
ピ
ク
ニ
ッ
ク
に
出
か
け
る
」

の
よ
う
に「
一
つ
の
所
帯
」を
指
し
た
り
、「
団

結
の
固
い
組
織
」を
指
し
た
り
す
る
の
が
一
般

的
で
す
が
、小
松
方
言
で
広
く
全
域
で
聞
か
れ

る「
親
類
」を
指
す
イ
ッ
ケ
も
、漢
字
で「
一
家
」

と
書
い
て「
い
っ
け
」と
読
む
、か
つ
て
の
中
央
語

（
京
都
語
や
大
阪
語
）に
由
来
し
ま
す
。文
献
例

と
し
て
は
、13
世
紀
前
半
頃
の
成
立
と
さ
れ
る

中
世
を
代
表
す
る
説
話
物
語
集
の
一
つ
で
あ
る

『
宇
治
拾
遺
物
語
』に「
親
し
き
一い
っ
け家
の
一
類
は

ら
か
ら
集
め
て
」の
例
、江
戸
時
代
前
期
の
井
原

西
鶴
の
浮
世
草
子『
好
色
一
代
男
』（
１
６
８
２

年
）に「
左
の
方
に
一
家
の
女
郎
十
一
人
」の
例
な

ど
が
見
ら
れ
ま
す
。前
者
は「
一
門
。一
族
」の
意

味
、後
者
は「
家
中
の
人
」と
い
っ
た
意
味
で
使

わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。つ
ま
り
、こ
れ

ら
の
か
つ
て
の
京
都
語
・
大
阪
語
の「
一い
っ
け家

」が
、

「
一い
っ
か家
」と
読
み
を
変
え
て
、ほ
ぼ
そ
れ
ら
に
近

い
意
味
で
現
代
語
共
通
語
に
受
け
継
が
れ
た
の

で
す
。

　
そ
れ
に
対
し
て
小
松
方
言
で
は
、か
つ
て
の

中
央
語
が
、本
来
の
イ
ッ
ケ
の
形
の
ま
ま
で
伝

わ
り
、現
在
ま
で
前
者
の「
一
門
。一
族
」に
近
い

「
親
類
」の
意
味
で
使
わ
れ
て
き
た
の
で
す
。ち

な
み
に
、「
親
類
」を
指
す
方
言
イ
ッ
ケ
は
小
松

を
含
む
北
陸
地
方
の
全
域
を
は
じ
め
、関
東
・
中

部
地
方
か
ら
西
日
本
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て

い
ま
す
。

イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
は「
一い
っ
ち
ょ
う
ら

張
羅 
・一い
っ
ち
ょ
う
ら
い

張
来
」か
ら

　
小
松
方
言
で「
一
番
上
等
の
晴
れ
着
」を
指
す

イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
。南
の
福
井
県
で
は
、置
県
80
周

年
と
北
陸
ト
ン
ネ
ル
開
通（
１
９
６
２
年
）を
記

念
し
て
発
表
さ
れ
た
新
民
謡「
イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ

節
」の
タ
イ
ト
ル
に
も
使
わ
れ
て
い
る
方
言
で

す
。

　
イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
は
、か
つ
て
中
央
語
で
、同
様

の「
一
番
上
等
の
晴
れ
着
。た
っ
た
一
枚
き
り
の

衣
服
」と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
た「
一い
っ
ち
ゃ
う
ら

張
羅
」

に
由
来
す
る
方
言
で
す（
現
代
共
通
語
で
も「
一い
っ

張ち
ょ
う
ら羅

」が
使
わ
れ
な
い
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん

が
）。江
戸
時
代
前
期
の
近
松
門
左
衛
門
の
浄じ
ょ
う
る瑠

璃り
『
心
し
ん
じ
ゅ
う
て
ん
の
あ
み
じ
ま

中
天
網
島
』（
１
７
２
０
年
）に「
黒く
ろ
は
ぶ
た

羽
二

重へ

の
一い
ち
ゃ
う
ら

張
羅
」の
よ
う
な
例
が
見
え
ま
す
。文
献

に「
一い
ち
ゃ
う
ら
い

張
来
」の
例
も
見
ら
れ
ま
す
か
ら
、小
松

方
言
の
イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
は
そ
の「
一
張
来
」の
形

が
伝
わ
っ
て
、方
言
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
と

考
え
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
す
。

連載
183

「
生
ま
れ
て
初
め
て
の
イ
ッ
チ
ョ
ラ
イ
」

（
３
歳
の
七
五
三
参
り
に
て
）
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
９

―
京
都
語
由
来
の
モ
ノ
イ
と
テ
キ

ナ
イ
―

　
今
回
は
京
都
語
由
来
の
小
松
方
言
の
中
か
ら
、

「
精
神
的
に
つ
ら
い
。疲
労
で
体
が
つ
ら
い
」こ

と
を
表
す
モ
ノ
イ
と
、「
疲
労
や
病
気
な
ど
で
体

調
が
悪
い
」こ
と
を
表
す
テ
キ
ナ
イ
を
取
り
上

げ
ま
す
。

モ
ノ
イ
は「
物も
の
う憂
し（
物
憂
い
）」か
ら

　「
精
神
的
に
つ
ら
い
」こ
と
や「
疲
労
で
体
が

つ
ら
い
」こ
と
を
表
す
モ
ノ
イ
は
、古
語（
か
つ

て
の
京
都
語
）の「
物
憂
し
」（
後
に「
物
憂
い
」に

変
化
）に
由
来
す
る
も
の
で
す
。

　
古
語
と
し
て
の
形
容
詞「
物
憂
し
」の
意
味
は
、

『
日
本
国
語
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、①

気
が
進
ま
ず
お
っ
く
う
で
あ
る
。何
と
な
く
倦う

み
つ
か
れ
て
身
心
が
す
っ
き
り
し
な
い
。だ
る

く
て
大た
い
ぎ儀
で
あ
る
」、②「
何
と
な
く
心
が
は
れ

ば
れ
と
し
な
い
」、③「
何
と
な
く
つ
ら
い
。い
や

で
あ
る
。や
り
き
れ
な
い
。わ
び
し
い
。苦
し
い
」

と
説
明
さ
れ
て
お
り
、本
来
は
精
神
的
に
苦
し

い
こ
と
を
表
し
て
い
た
語
で
あ
る
こ
と
が
わ
か

り
ま
す
。

　
小
松
方
言
と
似
た
意
味
で
使
わ
れ
る
モ
ノ
イ

は
、小
松
だ
け
で
な
く
、石
川
県
加
賀
地
方
と

富
山
県
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
ま
す
。京
都
方

面
か
ら
モ
ノ
ウ
イ
が
北
陸
地
方
に
伝
わ
る
過
程

で
、モ
ノ
ウ
イ
↓
モ
ノ
イ
と
変
化
し
た
と
考
え

て
い
ま
す（
富
山
県
東
部
に
は
ウ
イ
の
形
も
）。

　
そ
れ
に
対
し
て
、南
の
加
賀
市
と
、そ
れ
に
続

く
福
井
県
で
は
、モ
ノ
ウ
イ
↓
モ
ノ
グ
イ
を
経

て
生
ま
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
モ
ノ
ゴ
イ
が
使
わ

れ
て
い
ま
す
。筆
者（
越
前
市
出
身
）の
場
合
は
、

「
精
神
的
に
つ
ら
い
」は
モ
ノ
ゴ
イ
、「（
疲
労
や

病
気
で
）肉
体
的
に
つ
ら
い
」は
エ
ラ
イ
、テ
キ

ネ
ー
で
使
い
分
け
て
い
た
よ
う
に
思
い
ま
す
。

テ
キ
ナ
イ
は「
大た
い
ぎ儀
な
」か
ら
か
？

　「
疲
労
や
病
気
な
ど
で
体
調
が
悪
い
」こ
と
を

表
す
テ
キ
ナ
イ
は
、小
松
を
は
じ
め
、北
陸
三

県
の
範
囲
で
使
わ
れ
る
も
の
で
す
。能
登
地
方

で
は
発
音
の
変
化
し
た
チ
キ
ナ
イ
が
使
わ
れ
て

い
ま
す
。語
源
は
は
っ
き
り
し
ま
せ
ん
が
、古
語

「
大
儀（
な
）」に
、意
味
を
強
調
し
形
容
詞
を
作

る
接
尾
辞「
な
い
」を
付
け
た「
大
儀
な
い
」に
由

来
す
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
ま
す
。

　「
大
儀
な
い
」か
ら
変
化
し
た
と
考
え
ら
れ

る「
て
き
な
い
」は
、江
戸
時
代
前
半
の
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃

「
心し
ん
じ
ゅ
う
よ
い
ご
う
し
ん

　

中
宵
庚
申
」（
１
７
２
２
年
初
演
）に「
喉
が

つ
ま
っ
て
ぎ
っ
ち
ぎ
っ
ち
、て
き
な
い
こ
ん
で
ご

は
り
ま
す
る
」の
例
が
見
え
ま
す
し
、江
戸
時
代

の
全
国
方
言
集『
物ぶ
つ
る
い
し
ょ
う
こ

類
称
呼
』（
１
７
７
５
年
）に

は
、「
労
し
て
苦
し
む
こ
と
を
せ
つ
な
い
と
い
ひ

又 

じ
ゆ
つ
な
い
と
い
ふ
を
加
賀
に
て
○
て
き
な

い
と
云
」と
あ
り
、江
戸
時
代
半
ば
に
は
す
で
に

加
賀
地
方
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
り
ま

す
。

連載
184

「ばあちゃん、もっとボール遊びしよ～！」
「あ～しんど。孫守りもモノイわ」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
10

―
京
都
語
由
来
の
カ
ザ
と
テ
ン
ポ

―

　
今
年
も
暑
い
夏
に
な
り
そ
う
で
す
。暑
い
時

期
は
食
べ
物
が
腐
り
や
す
く
、危
な
い
と
思
っ

た
ら「
に
お
い
」を
か
い
で
大
丈
夫
か
判
断
し
て

い
る
方
も
い
る
で
し
ょ
う
。今
回
は
京
都
語
由

来
の
小
松
方
言
の
中
か
ら
、そ
の「
に
お
い
。香

り
」を
指
す
カ
ザ
、そ
し
て「
大
変
な
。法
外
な
」

な
ど
、「
程
度
が
甚
だ
し
い
」こ
と
を
指
す
テ
ン

ポ
を
取
り
上
げ
ま
す
。

カ
ザ
は
中
世
期
以
降
の
京
都
語
に
由
来

　「
に
お
い
。か
お
り
」の
方
言
と
し
て
使
わ
れ

る
カ
ザ
に
つ
い
て
は
、本
連
載
の
ど
こ
か
で
す

で
に
取
り
上
げ
た
よ
う
な
気
が
し
て
い
ま
し
た

が
、確
認
し
た
と
こ
ろ
、今
回
が
初
め
て
の
よ
う

で
す
。「
に
お
い
を
か
ぐ
」こ
と
は
、カ
ザ
カ
ク
、

カ
ザ
ガ
ス
の
よ
う
に
言
い
ま
す
。

　
国
立
国
語
研
究
所
編『
日
本
言
語
地
図
』で

「
に
お
い
」の
方
言
の
全
国
分
布
を
見
る
と
、カ

ザ
は
佐
渡
島
を
東
端
と
し
て
、北
陸
三
県
と
岐

阜
県
か
ら
西（
近
畿
地
方
、中
国
地
方
の
鳥
取
・

岡
山
・
広
島
県
、四
国
地
方
、九
州
地
方
東
南
部

と
沖
縄
県
）の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
こ

と
か
ら
、か
つ
て
の
中
心
地
・
京
都
を
発
信
地
と

し
て
、小
松
を
含
む
北
陸
地
方
を
は
じ
め
と
し

た
西
日
本
各
地
に
分
布
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

カ
ザ
の
文
献
例
と
し
て
鎌
倉
時
代
の
語
源
辞

書『
名み
ょ
う
ご
き

語
記
』（
１
２
７
５
年
成
立
）に「
香か

を
か

さ
と
い
へ
り
、如い
か
ん何

。く
さ
さ
ま
を
反は
ん

せ
ば
か
さ

也な
り

」の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
て
、京
都
語
と
し
て

鎌
倉
時
代
に
は
す
で
に
カ
ザ
が
使
わ
れ
て
い
た

こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。

テ
ン
ポ
は
近
世
初
期
の
京
阪
語
に
由
来

　
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
は
本
連
載
の
１
０
４
回

（
２
０
０
６
年
11
月
号
）の「
数
量
に
関
す
る
方

言
」で
も
ご
紹
介
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、

テ
ン
ポ  

タ
カ
ナ
イ
カ（
す
ご
く
高
く
な
い
か
）

の
よ
う
な
使
い
方
の
ほ
か
、テ
ン
ポ
ナ  

ヒ
ト
デ

ヤ
ッ
タ（
大
変
な
人
出
だ
っ
た
）、テ
ン
ポ
ニ  

ヤ

カ
マ
シ
ー（
と
て
も
騒
が
し
い
）の
よ
う
に
、テ

ン
ポ
ナ
、テ
ン
ポ
ニ
の
形
で
使
わ
れ
る
こ
と
の

方
が
多
い
よ
う
で
す
。

　
テ
ン
ポ
に
つ
い
て
も『
日
本
方
言
大
辞
典
』に

よ
れ
ば
、「
思
い
切
っ
て
す
る
こ
と
。ま
た
、そ
の

さ
ま
」の
意
の「
て
ん
ぽ
」の
文
献
例
が
、江
戸
時

代
の
浮
世
草
子『
日に
っ
ぽ
ん
え
い
た
い
ぐ
ら

本
永
代
蔵
』（
１
６
８
８
年

刊
）に「
壱ひ
と
り人
に
銀
四
匁
も
ん
めつ
つ
取
て
突
当
り
た
る

方
へ
家
を
渡
す
な
れ
ば
、て
ん
ほ
に
し
て
銀
四

匁
と
札
を
入
け
る
程
に
」の
よ
う
に
見
え
、こ
の

意
の
方
言
例
と
し
て
石
川
県
鳳ふ
げ
し至
郡
の
例
も
載

る
こ
と
か
ら
、近
世
初
期
の
京
阪
語「
て
ん
ぽ
」

が
北
陸
に
伝
わ
る
中
で
、小
松
方
言
の
よ
う
な

意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
れ

ば
よ
い
で
し
ょ
う
。

連載
185

「テンポにええカザしてきたな」
「もうそろそろ食べ頃やよ」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
11

―
京
都
語
由
来
の
イ
サ
ル
、カ
サ

ダ
カ
ナ
―

　
す
で
に
10
回
に
わ
た
っ
て
、か
つ
て
の
中
央
語

で
あ
っ
た
京
都
語
由
来
と
考
え
ら
れ
る
小
松
方

言
を
ご
紹
介
し
て
き
ま
し
た
が
、読
者
の
皆
さ

ん
の
中
に
は
、そ
れ
ら
が
中
央
語
と
は
無
縁
な

地
域
独
特
の
こ
と
ば
と
思
っ
て
い
た
人
も
い
る

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。

　
今
回
も
引
き
続
き
、京
都
語
由
来
の
小
松

方
言
と
考
え
ら
れ
る
も
の
の
中
か
ら
、「
い
ば

る
。憤
る
。騒
ぐ
」と
い
っ
た
意
味
を
表
す
イ
サ
ル

（
エ
サ
ル
の
形
も
）と
、「
大
げ
さ
な
」の
意
味
の

カ
サ
ダ
カ
ナ
を
取
り
上
げ
ま
す
。

イ
サ
ル
は
自
動
詞「
勇
む
」か
ら
の
変
化
か

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

「
い
ば
る
。自
慢
す
る
。見
え
を
張
る
」の
意
味

の
イ
サ
ル
が
、石
川
県
金
沢
市
と
石
川
郡
の
ほ

か
、福
井
県
、岐
阜
県
、福
岡
県
、「
憤
る
」の
意
味

の
イ
サ
ル
が
石
川
県
能
美
郡
、「
騒
ぐ
」の
意
味

の
イ
サ
ル
が
石
川
県
と
新
潟
県
西
頸く
び
き城
郡
に
あ

る
と
の
記
述
が
あ
り
ま
す
。同
辞
典
に
は
、ほ
か

に「
叱し
か

る
」の
意
味
の
イ
サ
ル
が
石
川
県
と
富
山

県
の
氷
見
、砺と
な
み波

に
あ
る
と
あ
り
ま
し
た
。小
松

で
も「
叱
る
」の
意
味
で
イ
サ
ル
を
使
う
地
域
は

あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

　
と
こ
ろ
で
、イ
サ
ル
に
つ
い
て
は
、北
陸
三
県

の
ほ
か
、新
潟
や
岐
阜
、そ
し
て
西
の
福
岡
に
分

布
す
る
こ
と
か
ら
、か
つ
て
京
都
を
中
心
に
分

布
を
広
げ
た
も
の
の
名
残
か
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
語
源
に
つ
い
て
は
、古
語
の
自
動
詞「
勇い
さ

む
」

（「
気
負
っ
て
は
や
り
立
つ
。勢
い
込
む
」の
意

味
）が
、ラ
行
五
段
動
詞
、一
段
動
詞
、カ
変
・
サ

変
動
詞
の
基
本
形
が
全
て
〜
ル
で
終
わ
る
こ
と

へ
の
類
推
で
、北
陸
に
伝
わ
る
う
ち
に
、イ
サ
ム

か
ら
イ
サ
ル
に
変
化
し
た
も
の
だ
ろ
う
と
考
え

て
い
ま
す
。小
松
市
内
で
は
、イ
サ
ル
の
語
頭
イ

が
エ
に
変
わ
っ
た
エ
サ
ル
も
よ
く
聞
か
れ
ま
す
。

カ
サ
ダ
カ
ナ
は「
嵩か
さ
だ
か高
な
」に
由
来

　
小
松
方
言
で「
大
げ
さ
な
」の
意
味
で
使
わ

れ
る
カ
サ
ダ
カ
ナ
は
、古
語
辞
典
等
に
よ
れ
ば
、

「
数
量
が
多
い
。お
お
げ
さ
だ
」の
意
味
の
近
世

語
と
あ
り
ま
す
。カ
サ
ダ
カ
は
漢
字
で
表
す
と

「
嵩
高
」と
な
り
ま
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
前
出
）に
よ
れ
ば
、使

用
地
域
は
新
潟
県
西
頸
城
郡
と
富
山
県
と
あ

り
、「
大
げ
さ
な
さ
ま
。た
い
そ
う
な
さ
ま
」の
意

味
で
の
文
献
例
と
し
て
、近
世
前
期
の
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃
・

妹い
も
せ
や
ま
お
ん
な
て
い
き
ん

背
山
婦
人
庭
訓-

四（
１
７
７
１
年
初
演
）の

「
い
か
に
嘉か
れ
い例
の
祝
ひ
で
も
、あ
ん
ま
り
騒
ぎ

が
か
さ
高
な
」を
挙
げ
て
い
ま
す
。同
辞
典
に
は

石
川
県
で
の
使
用
例
は
載
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

少
な
く
と
も
金
沢
市
か
ら
加
賀
市
に
か
け
て

の
加
賀
地
方
で
は
間
違
い
な
く
使
わ
れ
て
い
ま

す
。

連載
186

「窓の上のハチの巣、オトロッシャー」
「なーにカサダカナ、たかが虫やがい」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
12

―
京
都
語
由
来
の
ウ
タ
テ
ナ
、オ

ク
モ
ジ
―

　
今
回
も
引
き
続
き
、か
つ
て
の
中
央
語
で

あ
っ
た
京
都
語
に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る
小

松
方
言
を
紹
介
し
ま
す
。取
り
上
げ
る
方
言
は
、

「
困
っ
た
様
子
」を
表
す
ウ
タ
テ
ナ
と
、「
野
菜

の
葉
や
茎
を
漬
け
た
も
の
」を
指
す
オ
ク
モ
ジ

で
す
。い
ず
れ
も
、本
連
載
で
は
こ
れ
ま
で
一
度

も
取
り
上
げ
て
い
な
い
も
の
で
す
。

ウ
タ
テ
ナ
は
中
世
京
都
語
に
由
来

　「
困
っ
た
様
子
」を
表
す
小
松
方
言
ウ
タ
テ
ナ

は
、市
内
全
域
で
使
わ
れ
た
も
の
で
は
な
い
よ

う
で
す
。小
松
市
内
の
町
村
史
の
類
で
は
、市

の
北
東
部
に
あ
た
る「
軽
海
町
史
」に
ウ
タ
テ
ナ
、

「
中
海
町
史
」に
ウ
タ
テ
ナ
が
変
化
し
た
と
思

わ
れ
る
ウ
タ
ッ
チ
ャ
が
載
っ
て
い
る
だ
け
で
す
。

　
か
つ
て
の
中
央
語
と
し
て
は
、古
代
の
万
葉

集
に
す
で
に
用
例
が
見
え
る
副
詞「
う
た
て
」が

あ
り
、平
安
時
代
に
入
る
と
、そ
れ
か
ら
生
じ
た

と
考
え
ら
れ
る
形
容
詞「
う
た
て
し
」が
あ
り
ま

す
が
、小
松
方
言
の
ウ
タ
テ
ナ
は
、中
世
の
説
話

集「
宇
治
拾
遺
物
語
」（
13
世
紀
前
半
成
立
）な

ど
に
用
例
の
見
え
る
形
容
動
詞「
う
た
て
な
り
」

（「
憎
む
べ
き
だ
。情
け
な
い
」の
意
）に
由
来
す

る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小

学
館
）に
よ
れ
ば
、方
言
と
し
て
の
ウ
タ
テ
、ウ

タ
テ
ー
は
、北
は
東
北
・
青
森
か
ら
南
は
九
州
・

鹿
児
島
ま
で
の
広
い
範
囲
に
分
布
し
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
し
、ウ
タ
テ
ナ
と
関
連
す
る

と
思
わ
れ
る
、「
う
る
さ
が
る
さ
ま
。め
ん
ど
う

が
る
さ
ま
。も
の
う
い
さ
ま
」の
意
味
の
ウ
タ

チ
、タ
ッ
チ
が
石
川
県
江
沼
郡
の
例
と
し
て
載
っ

て
い
ま
す
。

オ
ク
モ
ジ
は
中
世
の
女に
ょ
う
ぼ
う
こ
と
ば

房
詞
に
由
来

　「
野
菜
の
葉
や
茎
を
漬
け
た
も
の
」を
指
す
オ

ク
モ
ジ
は
小
松
市
全
域
で
使
わ
れ
て
い
た
方
言

で
す
。小
松
市
を
含
ん
で
北
陸
三
県
の
広
い
範

囲
で
使
わ
れ
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』に
よ
れ
ば
、

北
陸
以
外
に
も
近
畿
・
中
国
・
四
国
・
九
州
の
西

日
本
各
地
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま

す
。

　
オ
ク
モ
ジ
は
、室
町
時
代
に
宮
中
に
仕
え
た

女に
ょ
う
ぼ
う

房
が
使
い
始
め
た
女
房
詞
に
由
来
し
ま
す
。

女
房
詞
の
中
で
も「
文も
じ
こ
と
ば

字
詞
」（
語
の
末
尾
に「
も

じ（
文
字
）」を
付
け
て
隠
語
化
す
る
）と
呼
ば

れ
る
も
の
の
一
つ
で
、オ
ク
モ
ジ
は
、丁
寧
さ
を

表
す「
お
」と
、「
く
き（
茎
）」の「
き
」を
略
し
た

「
く
」に「
も
じ
」を
付
け
た「
く
も
じ
」と
の
合

成
語
で
す
。

　
オ
ク
モ
ジ
と
同
じ
よ
う
に
中
世
の
女
房
詞

に
由
来
す
る
文
字
詞
に
は
、今
も
共
通
語
と

し
て
使
わ
れ
て
い
る「
し
ゃ
も
じ
」（「
杓し
ゃ
く
し子
」の

「
し
ゃ
」＋「
も
じ
」）や
、女
性
の「
腰
巻
」を
指

し
た「
ゆ
も
じ（
浴
衣
）」（「
浴
衣（
ゆ
か
た
）」の

「
ゆ
」＋「
も
じ
」）な
ど
が
あ
り
ま
す
。

連載
187

「このオクモジ、うまそうに漬かったぞいね」

2013年10月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
13

―
京
都
語
由
来
の
オ
ー
ド
ナ
、オ

ツ
ケ
―

　「
小
松
方
言
の
語
源
」シ
リ
ー
ズ
も
今
回
が
13

回
目
と
な
り
ま
す
が
、皆
さ
ん
が
お
使
い
の
、あ

る
い
は
ご
存
じ
の
小
松
方
言
の
中
に
、か
つ
て

の
中
央
語（
京
都
語
）に
由
来
す
る
も
の
が
意
外

に
多
い
こ
と
が
お
わ
か
り
い
た
だ
け
る
で
し
ょ

う
。

　
今
回
も
そ
ん
な
京
都
語
由
来
の
小
松
方
言
か

ら
、「
惜
し
げ
な
く
」「
横
着
な
」と
い
っ
た
意
味

を
表
す
オ
ー
ド
ナ
と
、「
み
そ
汁（
汁
も
の
）」を

指
す
オ
ツ
ケ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

オ
ー
ド
ナ
は
漢
語「
横お
う
ど
う道
」か
ら

　
オ
ー
ド
ナ
の
オ
ー
ド
は
、漢
語「
横
道
」に
由

来
し
ま
す
。「
横
道
」は
本
来「
本
道
か
ら
そ
れ
た

道
。わ
き
道
」を
指
し
ま
し
た
が
、転
じ
て「
人

間
と
し
て
の
正
し
い
道
か
ら
は
ず
れ
た
こ
と
。

人
道
に
背
い
た
こ
と
」の
意
味
で
15
世
紀
頃
に

は
中
央
語（
京
都
語
）と
し
て
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。中
世
末
期
の
京
都
語
の
記

録
と
し
て
知
ら
れ
る『
日
葡
辞
書
』（
１
６
０
３

‒

０
４
）に
は
、「Vǒdǒ

（
ワ
ウ
ダ
ウ
）。ヨ
コ
シ
マ

ノ
　
ミ
チ〈
訳
〉生
活
、習
慣
に
お
け
る
邪
悪
。

Vǒdǒna

（
ワ
ウ
ダ
ウ
ナ
）モ
ノ
」と
載
っ
て
お

り
、オ
ー
ド
ー
ナ
の
形
も
す
で
に
使
わ
れ
て
い

た
よ
う
で
す
。こ
の
オ
ー
ド
ー
ナ
が
伝
わ
っ
て

石
川
県
で
は
オ
ー
ド
ナ
と
変
化
し
、意
味
も
ず

れ
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。そ
の
意
味
の
ず
れ
に

も
、石
川
県
内
で
違
い
が
あ
り
、金
沢
で
は「
お

お
げ
さ
な
」に
近
い
意
味
で
使
わ
れ
る
の
に
対

し
、小
松
で
は「
惜
し
げ
な
く
」「
横
着
な
」と

い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。県
内
で
は
、

ほ
か
に「
大
胆
な
。無
鉄
砲
な
」や「
お
っ
と
り
し

て
い
る
。の
ん
き
な
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
所
も

あ
っ
て
、中
央
語
の
原
義
か
ら
の
多
様
な
派
生

が
確
認
で
き
ま
す
。

オ
ツ
ケ
は
中
世
の
女
に
ょ
う
ぼ
う
こ
と
ば

房
詞
に
由
来

　
オ
ツ
ケ
は
、動
詞「
付
け
る
」の
連
用
形
が
名

詞
化
し
た「
つ
け
」に
丁
寧
さ
を
添
え
る
接
頭
辞

「
お
」が
付
い
た
も
の
で
、前
号
で
紹
介
し
た

オ
ク
モ
ジ
同
様
、室
町
時
代
に
宮
中
に
仕
え
た

女
房
が
使
い
始
め
た
女
房
詞
に
由
来
し
、本
膳

で
飯
に
並
べ
て
付
け
る
意
味
で「
吸
い
物
の
汁
」

を
指
し
た
も
の
で
す
。前
出
の『
日
葡
辞
書
』に
も

「Votçuqe

（
ヲ
ツ
ケ
）〈
訳
〉飯
と
と
も
に
食
べ

る
汁
。女
性
語
」と
あ
り
、か
つ
て
の
京
都
語
オ

ツ
ケ
が
小
松
に
も
伝
わ
っ
て
、汁
も
の
で
も
主
に

「
み
そ
汁
」を
指
し
て
使
わ
れ
て
い
る
わ
け
で

す
。

　
汁
も
の
を
指
す
方
言
オ
ツ
ケ
は
、小
松
だ
け

で
な
く
、北
の
東
北
地
方
か
ら
、関
東
・
中
部
・
北

陸
・
近
畿
・
中
国
・
四
国
・
九
州
と
全
国
の
広
い
範

囲
に
分
布
し
ま
す
。

　
ち
な
み
に
、み
そ
汁
の
丁
寧
な
言
い
方
の「
お

み
お
つ
け
」は
、「
お
つ
け
」に
さ
ら
に「
み
」と

「
お
」が
加
わ
っ
た
形
で
す
。

連載
188

「今朝のオツケは豆腐と油揚げ。ウラの大好物やわ」

2013年11月号

ー 195 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
14

 

―
京
都
語
由
来
の
オ
ヤ
ケ
、カ
ン

シ
ョ
―

　
今
年
も
ま
た
師
走
を
迎
え
ま
し
た
。「
小
松

方
言
の
語
源
」シ
リ
ー
ズ
も
か
な
り
回
を
重
ね

て
き
ま
し
た
が
、今
し
ば
ら
く
続
け
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
今
回
は
、家
に
関
係
の
あ
る
二
つ
の
方
言
、オ

ヤ
ケ
と
カ
ン
シ
ョ
に
つ
い
て
、か
つ
て
の
中
央
語

（
京
都
語
）と
の
関
連
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

オ
ヤ
ケ
は「
大お
ぼ
や
け家・
大お
ぼ
や
け宅
」か
ら

　
小
松
の
方
言
で
オ
ヤ
ケ
と
い
う
と「
お
金
持

ち
、財
産
家
」の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

　
オ
ヤ
ケ
は
、現
代
語
の「
公
お
お
や
け」と
語
源
を
同
じ

く
す
る
古
語（
京
都
語
）の「
お
ほ
や
け（
大
家
・

大
宅
）」に
由
来
す
る
方
言
で
す
。古
く
は「
大

家
・
大
宅
」、つ
ま
り「
大
き
い
家
、第
一
の
家
」の

意
味
だ
っ
た
も
の
が
、平
安
時
代
に
は
皇
居
、天

皇
、朝
廷
も
表
す
よ
う
に
な
り
、さ
ら
に
現
代
語

と
同
じ「（
私
わ
た
く
しに
対
す
る
）公
共
、公
」の
意
味
に

変
化
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。

　
と
い
う
こ
と
は
、小
松
方
言
で「
お
金
持
ち
、

財
産
家
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
オ
ヤ
ケ
は
、「
お

ほ
や
け
」本
来
の
意
味
を
残
し
て
い
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
で
し
ょ
う
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
は
、「
資
産

家
。素そ
ほ
う
か

封
家
」の
方
言「
お
や
け
」の
分
布
域
が
、

青
森
県
、秋
田
県
、石
川
県
河
北
郡
、福
井
県
、

奈
良
県
南
部
、沖
縄
県
宮
古
島
と
あ
り
ま
す
。ま

た
、文
献
例
と
し
て
、中
世
末
期
の
狂
言
に
あ
る

「
去さ
り

な
が
ら
、こ
な
た
は
お
ほ
や
け
な
事
で
ご

ざ
れ
ば
、少
し
斗
ば
か
り
は
出
た
の
が
無
い
と
申
事
は

御
座
る
ま
い
」の
例
を
載
せ
て
い
ま
す
。

カ
ン
シ
ョ
は「
閑か
ん
じ
ょ所
」か
ら

　
小
松
の
方
言
で
カ
ン
シ
ョ
と
は「
便
所
」の
こ

と
で
す
。「
便
所
」で
も
、屋
外
に
あ
っ
た
大
便
用

の
便
所
小
屋
を
主
に
指
し
た
よ
う
で
す
。本
連

載
の
２
０
０
６
年
１
月
号（
94
回
）、２
０
０
７

年
10
月
号（
１
１
５
回
）で
も
簡
単
に
取
り
上
げ

た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
カ
ン
シ
ョ
は
、古
い
漢
語「
閑
所
・
閑か
ん
じ
ょ処（「

か

ん
し
ょ
」の
読
み
も
）」に
由
来
し
ま
す
。元
は

文
字
通
り「
人ひ
と
け気
の
な
い
、静
か
な
所
」を
指
し

ま
し
た
が
、中
世
後
期
に
は「
便
所
」の
意
味

で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。中

世
末
期
の
京
都
語
を
記
録
し
た『
日
葡
辞
書
』

（
１
６
０
３
ー
０
４
年
）に
は
、「Canjo

（
カ
ン

ジ
ョ
）〈
訳
〉便
所
」と
出
て
い
ま
す
。こ
の
カ
ン

ジ
ョ
が
小
松
に
も
伝
わ
っ
た
と
考
え
れ
ば
い
い

で
し
ょ
う
。全
国
的
に
は
、カ
ン
ジ
ョ
の
形
で
方

言
と
し
て
使
用
し
て
い
る
地
域
が
多
く
、小
松

の
よ
う
に
カ
ン
シ
ョ
と
言
う
の
は『
日
本
方
言

大
辞
典
』に
よ
れ
ば
、石
川
・
富
山
両
県
の
範
囲

だ
け
の
よ
う
で
す
。

連載
189

「カンショはもう見んようになったなあ。あ、現代の
カンショ、あった！」（すわまへ芭蕉公園にて）

2013年12月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
15

―
京
都
語
由
来
の
ガ
ン
ド
の
二
つ

の
意
味
―

　
新
た
な
年
、２
０
１
４
年
を
迎
え
ま
し
た
。

気
持
ち
新
た
に
本
連
載
の
執
筆
に
臨
ん
で
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、テ
ー
マ
は
今
し
ば
ら
く

「
小
松
方
言
の
語
源
」で
続
け
て
い
く
こ
と
に

し
ま
す
。

正
月
の
祝
い
魚「
鰤ぶ
り

」の
呼
称
ガ
ン
ド

　
北
陸
を
代
表
す
る
魚「
鰤
」は
、成
長
に
つ
れ

て
呼
び
名
が
変
わ
る
出
世
魚
と
い
う
こ
と
で
、

成
長
し
て
い
く
様
を
子
ど
も
の
成
長
に
重
ね
合

わ
せ
て
、縁
起
が
良
い
魚
と
し
て
正
月
の
祝
い

魚
と
し
て
も
珍
重
さ
れ
ま
す
。北
陸
地
方
で
は
、

嫁
い
だ
娘
の
夫
が
出
世
す
る
よ
う
に
と
の
願
い

を
込
め
て
、お
歳
暮
に
鰤
を
一
本
丸
ご
と
贈
る

習
慣
も
根
強
く
残
っ
て
い
ま
す
。

　
成
長
と
と
も
に
変
わ
る
鰤
の
名
前
は
地
方

に
よ
っ
て
も
違
い
が
あ
り
ま
す
が
、小
松
を
含

む
石
川
県
内
で
は
、小
さ
い
も
の
か
ら
順
に
、コ

ゾ
ク
ラ（
15
セ
ン
チ
程
度
）↓
フ
ク
ラ
ギ（
40
セ

ン
チ
程
度
）↓
ガ
ン
ド（
60
セ
ン
チ
程
度
）↓
ブ
リ

（
60
セ
ン
チ
以
上
）と
呼
ぶ
の
が
一
般
的
で
す
。

　
こ
の
う
ち
フ
ク
ラ
ギ
は
、形
や
大
き
さ
が

ち
ょ
う
ど
足
の
ふ
く
ら
は
ぎ（
脹
脛
）に
似
て
い

る
と
こ
ろ
か
ら
生
ま
れ
た
方
言
的
呼
称
と
思
わ

れ
ま
す
が
、60
セ
ン
チ
程
度
の
も
の
を
言
う
ガ

ン
ド
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）に
由
来

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。で
は
そ
の
語
源
は
何

か
と
い
う
と
、「
強が
ん
ど
う盗（
龕が
ん
ど
う灯
）提
ち
ょ
う
ち
ん灯
」の
略
称
と

し
て
の「
が
ん
ど
う
」だ
と
考
え
ら
れ
ま
す（「
強

盗
」を「
が
ん
ど
う
」と
読
む
の
は
漢
字
音
で
言

う
と
こ
ろ
の
唐
音
読
み
で
、「
龕
灯
」は
そ
の
当

て
字
と
さ
れ
て
い
ま
す
）。

　「
強
盗（
提
灯
）」と
は
、か
つ
て
盗
賊
が
夜
に

使
っ
た
、銅
板
や
ブ
リ
キ
板
で
作
っ
た
釣
鐘
型
の

丸
く
て
長
い
手
提
げ
提
灯
の
こ
と
で
、そ
の「
が

ん
ど
う
」と
形
や
大
き
さ
が
似
て
い
た
の
で
、

北
陸
地
方
で
は
60
セ
ン
チ
程
度
の
も
の
を
ガ
ン

ド
ー
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
り
、さ
ら
に
最
後
の
長

音
が
落
ち
て
ガ
ン
ド
と
な
っ
た
と
考
え
て
い
ま

す
。

「
鋸
の
こ
ぎ
り」の
方
言
と
し
て
の
ガ
ン
ド
、ガ
ン
ド
ー

　
と
こ
ろ
で
、小
松
の
方
言
に
は
、鰤
の
呼
称
と

し
て
の
ガ
ン
ド
以
外
に
、も
う
一
つ
ガ
ン
ド（
ガ

ン
ド
ー
）と
呼
ば
れ
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。そ
し

て
、こ
の
ガ
ン
ド
、ガ
ン
ド
ー
も
同
じ
く「
強が
ん
ど
う盗

」

が
語
源
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。『
日
本
国
語
大

辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）で
は「
強
盗
」の
説
明

の
最
後
に
鋸
の
方
言
ガ
ン
ド
ー
を
、『
日
本
方
言

大
辞
典
』（
小
学
館
）で
も「
が
ん
ど
ー
」の
見
出

し
の
下
に「
強
盗
」の
漢
字
を
当
て
て
い
ま
す
。

歌
舞
伎
の
大
道
具「
強
が
ん
ど
う
が
え
し

盗
返
」を
作
る
と
き
の
道

具
に「
鋸
」が
あ
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
の
か
も

し
れ
ま
せ
ん
。

連載
190

「ブリオコシが鳴って、今年もうまそなガンドがあ
がった」

2014年1月号

ー 197 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
16

―
京
都
語
由
来
の
キ
ズ
イ
ナ
、キ
ョ

ク
ナ
―

　
今
回
は
小
松
市
内
の
広
い
範
囲
で
使
わ
れ
る

形
容
語
の
方
言
の
中
か
ら
、こ
れ
ま
で
同
様
、

か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来
の
も
の
と
し

て
、キ
ズ
イ
ナ
と
キ
ョ
ク
ナ
の
２
語
を
取
り
上

げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

キ
ズ
イ
ナ
は
漢
語「
気き
ず
い随
」に
由
来

　
小
松
方
言
で「
愛
想
が
な
く
、つ
ん
と
し
た

様
子
」を
表
す
キ
ズ
イ
ナ
は
、か
つ
て
の
中
央
語

で
漢
語
の「
気
随
」に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

　
文
献
例
と
し
て
は
、中
世
末
期
の
京
都
語
の

記
録
し
た
代
表
的
文
献
の
一
つ
で
あ
る『
日に
っ
ぽ葡

辞
書
』（
１
６
０
３
〜
０
４
）に
、「Q

izui

（
キ
ズ

イ
）〈
訳
〉気
ま
ま
で
思
い
の
ま
ま
で
あ
る
こ
と
」

と
あ
り
、他
の
文
献
例
か
ら
も
、か
つ
て
の
中
央

語
と
し
て
は「
わ
が
ま
ま
な
こ
と
。勝
手
気
ま

ま
な
さ
ま
」を
表
し
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。ま
た
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学

館
）に
よ
れ
ば
、中
央
語
本
来
の
意
味
と
同
様
の

意
味
で
、宮
城
県
、新
潟
県
佐
渡
、鳥
取
県
、島

根
県
、山
口
県
、香
川
県
、愛
媛
県
の
使
用
例
が

載
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
漢
語「
気
随
」が
、小
松
を
含
む
石
川
県

及
び
富
山
県
の
範
囲
に
も
伝
わ
り
、方
言
と
な

る
過
程
で
形
容
語
化
し
、「
無
愛
想
な
さ
ま
。つ

ん
と
し
た
様
子
」と
い
っ
た
意
味
に
変
化
し
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

キ
ョ
ク
ナ
の
キ
ョ
ク
は「
曲
」か
ら

　
キ
ョ
ク
ナ
と
い
う
方
言
は
、小
松
で
は「
ひ
ょ

う
き
ん
な
。こ
っ
け
い
な
」と
い
っ
た
意
味
で
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

　
キ
ョ
ク
ナ
の
キ
ョ
ク
は「
曲
」に
由
来
す
る
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。古
く
は
、中
世
の
京
都
語
と

し
て「
直
」の
反
対
語
の「
曲
が
っ
て
い
る
こ
と
。

正
し
く
な
い
こ
と
」を
指
し
て
い
た
も
の
が
、

そ
の
後「
お
も
し
ろ
み
。興
味
」と
い
っ
た
意
味

で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
、前
出
の

『
日
葡
辞
書
』に
は
、「Q

iocuuo

（
キ
ョ
ク
ヲ
）ユ

ウ〈
訳
〉笑
い
を
ひ
き
お
こ
す
よ
う
な
こ
と
や
冗

談
を
い
う
」と
あ
り
ま
す
。小
松
方
言
の
キ
ョ
ク

ナ
は
、『
日
葡
辞
書
』に
載
る
よ
う
な
意
味
の
京

都
語
が
北
陸
に
伝
わ
り
、形
容
語
化
し
た
も
の

に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。と
な
れ
ば
、北
陸
だ
け
で

な
く
西
日
本
の
ど
こ
か
で
も
キ
ョ
ク
ナ
と
い
う

方
言
が
使
わ
れ
て
い
て
よ
さ
そ
う
で
す
が
、『
日

本
方
言
大
辞
典
』に
は「
き
ょ
く（
曲
）」の
見
出

し
で「
こ
っ
け
い
な
こ
と
。ま
た
、そ
の
さ
ま
。」

と
あ
り
、そ
の
使
用
地
域
と
し
て「
石
川
県
能
美

郡
、江
沼
郡
」と
だ
け
出
て
い
ま
す
か
ら
、か
つ

て
の
中
央
語「
曲
」が
方
言
キ
ョ
ク
ナ
の
形
で
使

用
さ
れ
て
い
た
の
は
、小
松
周
辺（
旧
能
美
郡
及

び
旧
江
沼
郡
の
範
囲
）に
限
ら
れ
て
い
る
可
能

性
も
あ
り
ま
す
。

連載
191

「このねんね、ほんとにキョクナ子やわ」

2014年2月号
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連載
192

2014年3月号

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
17

―
コ
シ
キ
ダ
の
語
源
と
京
都
語
由

来
の
ゴ
ネ
ル
―

　
今
年
は
例
年
に
な
く
雪
の
少
な
い
冬
で
し
た

が
、か
つ
て
雪
の
生
活
に
欠
か
せ
な
か
っ
た
道

具
に
木
製
の
雪
か
き
具
コ
シ
キ
ダ
が
あ
り
ま
し

た
。今
回
は
そ
の
コ
シ
キ
ダ
の
語
源
に
つ
い
て

私
見
を
述
べ
る
と
と
も
に
、こ
れ
ま
で
同
様
、京

都
語
由
来
の
方
言
の
例
と
し
て「
死
ぬ
」意
味
の

ゴ
ネ
ル
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。

コ
シ
キ
ダ
の
コ
シ
キ
は「
掻か
い
す
き鋤
」か
ら

　
上
の
写
真
の
よ
う
な
形
の
木
製
雪
か
き
具
を

小
松
で
は
コ
シ
キ
ダ
と
言
い
ま
し
た
。最
近
で

は
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
製
の
ス
コ
ッ
プ
や
様
々
な
除

雪
具
に
追
い
や
ら
れ
て
、目
に
す
る
こ
と
も
な

く
な
り
ま
し
た
が
、木
製
で
瓦
を
傷
め
に
く
い

の
で
屋
根
雪
下
ろ
し
に
重
宝
し
た
も
の
で
す
。

東
北
か
ら
北
陸
に
か
け
て
の
日
本
海
側
の
積

雪
地
帯
で
は
、木
製
の
雪
か
き
具
に
カ
イ
ス
キ
、

カ
イ
シ
キ
、カ
ス
キ
、カ
シ
キ
、ケ
ー
シ
キ
、ケ
シ

キ（
以
上
は
青
森
か
ら
山
形
に
か
け
て
）、ク
シ

キ
、コ
イ
ス
キ
、コ
ー
ス
キ
、コ
ス
キ
、コ
ス
キ
ダ
、

コ
ー
シ
キ
、コ
シ
キ
、コ
シ
キ
ダ
、ゴ
イ
ス
キ（
以

上
は
新
潟
か
ら
北
陸
三
県
に
か
け
て
）な
ど
、

多
彩
な
方
言
形
が
聞
か
れ
ま
し
た
。江
戸
時
代

後
期
に
新
潟
県
魚
沼
の
雪
国
の
生
活
を
描
い
た

『
北ほ
く
え
つ
せ
っ
ぷ

越
雪
譜
』に
は「
幾い
く
ま
ん
き
ん

万
斤
の
雪
の
重お
も
さ量

に
推お
し

砕く
だ
か
れん

を
お
そ
る
る
ゆ
ゑ
、家
と
し
て
雪
を
掘
ら

ざ
る
は
な
し
。掘
る
に
は
木
に
て
作
り
た
る
鋤す
き

を
用
ふ
、里り

げ
ん言

に
こ
す
き
と
い
ふ
、則す

な
は
ち
こ
す
き

木
鋤
な

り
。」（
傍
点
筆
者
）と
あ
り
、コ
ス
キ
を「
木
鋤
」

か
ら
と
書
い
て
い
ま
す
が
、東
北
地
方
の
呼
称

か
ら
考
え
る
と
、コ
ス
キ
は「
雪
を
掻
く
鋤
」、つ

ま
り「
掻
鋤（
カ
イ
ス
キ
）」か
ら
の
音
変
化
形
と

思
わ
れ
ま
す
。小
松
の
コ
シ
キ
ダ
の
コ
シ
キ
も
、

こ
の
コ
ス
キ
の
変
化
形
で
、コ
シ
キ
ダ
は
お
そ

ら
く
、そ
の
コ
シ
キ
に
イ
タ（
板
）を
加
え
た
コ

シ
キ
イ
タ
が
変
化
し
た
形
だ
ろ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。

ゴ
ネ
ル
は
か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）に
由

来　
小
松
で「
死
ぬ
」意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
の
あ

る
ゴ
ネ
ル
は
、か
つ
て
の
中
央
語
に
由
来
す
る

も
の
で
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、「
死
ぬ
」の
意
味
の
ゴ
ネ
ル
は
、北
は
東

北
の
秋
田
や
関
東
地
方
、長
野
・
静
岡
・
愛
知
な

ど
の
中
部
地
方
、そ
し
て
新
潟
や
石
川
の
加
賀

地
方
、さ
ら
に
近
畿
地
方
か
ら
中
国
、四
国
、九

州
地
方
に
も
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
し
、江
戸
時
代

（
１
７
０
０
年
代
前
半
）の
上
方
語
文
献
の
浄

瑠
璃
作
品
な
ど
に
用
い
ら
れ
た
例
も
見
ら
れ
ま

す
。小
松
で
は
ゴ
ネ
ル
の
ほ
か
に
、ゴ
ネ
ル
か
ら

派
生
し
た
と
思
わ
れ
る
ゴ
ネ
ム
ク
も「
死
ぬ
」意

味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

「コシキダは冬場の必需品やったなあ」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
18

―
京
都
語
由
来
の
カ
シ
ク
と
江
戸

語
由
来
の
コ
ッ
パ
イ
ナ
―

　
本
連
載
は
今
月
か
ら
い
よ
い
よ
17
年
目
に
入

り
ま
す
。今
後
と
も
ご
愛
読
下
さ
い
。

　
今
回
は
、小
松
方
言
の
中
か
ら
、か
つ
て
の
京

都
語
由
来
の
カ
シ
ク
、そ
し
て
江
戸
語
由
来
の

コ
ッ
パ
イ
ナ
の
２
語
を
取
り
上
げ
ま
す
。

カ
シ
ク
は
古
代
日
本
語
の「
か
し
く
」に
由
来

　
本
連
載
の
75
回（
２
０
０
４
年
６
月
号
）で
も

簡
単
に
紹
介
し
た「
米
を
研と

ぐ
」意
味
の
方
言
カ

シ
ク（
カ
シ
グ
と
も
）は
、南
の
加
賀
市
か
ら
福

井
県
の
嶺
北
地
方
で
も
使
わ
れ
ま
す
が
、そ
の

語
源
は
古
代（
奈
良
時
代
）の
中
央
語
に
ま
で
遡

る
、と
て
も
歴
史
の
古
い
こ
と
ば
で
す
。

　『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、「
か
し
く
」の
発
音
で
古
く
は
奈
良
時

代
の
日
本
書
紀（
７
２
０
年
）に「
復
、つ
か
は
る

る
民
有
り
て
、路
頭
に
炊（
か
し
き
）は
む
」、万

葉
集（
８
世
紀
後
半
）に「
甑（
こ
し
き
）に
は
蜘く

蛛も

の
巣
懸
き
て
、飲
炊（
か
し
く
）事
も
忘
れ
て

〈
山
上
憶
良
〉」の
例
が
見
え
、こ
の
時
代
に
は

小
松
方
言
の
よ
う
に「
米
を
研
ぐ
」意
味
で
な
く

「
米
を
蒸
す
」意
味
で
、さ
ら
に
後
に
は「
米
を

炊
く
」意
味
で
使
わ
れ
た
こ
と
が
分
か
っ
て
い

ま
す
。発
音
も
カ
シ
ク
の
ほ
か
に
、江
戸
時
代

の
途
中
か
ら
カ
シ
グ
の
発
音
も
現
れ
た
よ
う

で
す
。方
言
と
し
て
は
、八
丈
島
の「
蒸
す
・
ふ

か
す
」、青
森
県
津
軽
地
方
や
秋
田
県
の
一
部
の

「
飯
を
炊
く
」の
よ
う
に
原
義
に
近
い
意
味
で

使
わ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
も
あ
る
よ
う
で
す
が
、

福
井
の
嶺
北
地
方
か
ら
小
松
な
ど
の
加
賀
南
部

に
か
け
て
は
、「
米
を
炊
く
」前
の「
米
を
研
ぐ
」

行
為
を
表
す
よ
う
に
意
味
が
変
化
し
た
と
考
え

れ
ば
い
い
で
し
ょ
う
。

コ
ッ
パ
イ
は
江
戸
語「
骨
灰
」に
由
来

　
小
松
の
方
言
で「
始
末
が
つ
か
な
い
散
々
な

さ
ま
」の
意
味
で
使
わ
れ
た
コ
ッ
パ
イ
ナ
、コ
ッ

パ
イ
ジ
ャ
の
コ
ッ
パ
イ
は
、18
世
紀
後
半
以
降
の

江
戸
語
文
献
に
登
場
す
る
、「
さ
ん
ざ
ん
な
目

に
あ
う
こ
と
。大
変
な
こ
と
」の
意
味
の「
骨
灰
」

（
粉
灰
の
表
記
も
あ
り
）に
由
来
し
ま
す
。『
日

本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、小
松
方

言
と
似
た
意
味
で
使
わ
れ
る
コ
ッ
パ
イ
は
、北

陸
の
石
川
、富
山
西
部
、福
井
の
若
狭
地
方
西
部

の
ほ
か
、東
北
の
岩
手
県
南
部
や
関
東
地
方
、

新
潟
、長
野
、愛
知
、滋
賀
、和
歌
山
な
ど
に
分
布

す
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。そ
し
て
、近
畿
地
方

よ
り
西
に
コ
ッ
パ
イ
の
分
布
が
見
え
な
い
こ
と

は
、こ
の
語
が
江
戸
語
由
来
で
、江
戸
時
代
半
ば

以
降
に
、江
戸
を
中
心
に
東
西
に
分
布
を
広
げ

た
可
能
性
を
示
す
も
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

連載
193

「春なんに、米カシイトルとまだ手ぇ冷とておれん」

2014年4月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
19

―
京
都
語
由
来
の
シ
ャ
モ
メ
ル
、ジ

ロ
―

　
今
回
も
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来

の
小
松
方
言
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

　
一
つ
は
小
松
市
全
域
で
使
わ
れ
る
シ
ャ
モ
メ

ル
、今
一
つ
は
市
東
部
の
山
間
部
集
落
に
の
み

分
布
が
見
ら
れ
る
ジ
ロ
を
取
り
上
げ
ま
す
。

シ
ャ
モ
メ
ル
は「
精（
が
）も
め
る
」か
ら

　
シ
ャ
モ
メ
ル
は「
腹
が
立
つ
」に
近
い
意
味
で

す
。小
松
市
内
の
ほ
ぼ
全
域
で
使
わ
れ
る
よ
う

で
す
。発
音
が
変
化
し
た
た
め
想
像
し
に
く
い

か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、シ
ャ
モ
メ
ル
の
元
の
形

は「
精
が
も
め
る
」だ
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
精

が
も
め
る
」の
形
で
の
中
央
語
の
文
献
で
の
使

用
例
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、「
気
力
」を
表
す

「
精
」と
い
う
中
央
語
を
も
と
に
、現
代
共
通
語

で
も
用
い
ら
れ
る「
気
が
も
め
る
」に
似
た
表

現
と
し
て
、小
松
を
は
じ
め
、石
川
・
富
山
両
県

の
旧
加
賀
藩
領
域
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

も
の
で
し
ょ
う
。意
味
も「
腹
を
立
て
る
」の
ほ

か
に
、原
義
に
近
い
と
考
え
ら
れ
る「
気
が
も
め

る
、い
ら
い
ら
す
る
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
場
合

も
あ
る
よ
う
で
す
。

　
小
松
市
内
で
は
、シ
ャ
モ
メ
ル
に
近
い
表
現

で
セ
ー
モ
ム（
年
齢
の
高
い
人
に
は
シ
ェ
ー
モ
ム

の
発
音
も
）が
聞
か
れ
ま
す
。セ
ー
モ
ム
も「
精

も
む
」で
し
ょ
う
。発
音
の
変
化
が
進
ん
だ
シ
ャ

モ
メ
ル
に
比
べ
て
、「
腹
を
立
て
る
」の
意
味
よ

り
、原
義
に
近
い「
い
ら
い
ら
す
る
」の
意
味
で

使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
の
で
は
な
い
か
と
予
想

さ
れ
ま
す
。

ジ
ロ
と
は「
地じ

ろ炉
」で
囲い

ろ

り
炉
裏
の
こ
と

　
ジ
ロ
と
は「
囲
炉
裏
」を
指
す
方
言
形
で
す
。

こ
ち
ら
も
、か
つ
て
の
中
央
語
の
文
献
で
の
使

用
例
は
見
当
た
り
ま
せ
ん
が
、漢
語「
地
炉
」に

由
来
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。し
か
し
、小

松
の
皆
さ
ん
で
も
、ジ
ロ
と
い
う
方
言
形
を
使
っ

た
り
、聞
い
た
り
し
た
人
は
少
な
い
で
し
ょ
う
。

な
ぜ
な
ら
、小
松
市
内
の
ほ
と
ん
ど
の
地
域
で

は
、「
囲
炉
裏
」の
こ
と
を
イ
リ
リ
と
言
っ
て
い

た
か
ら
で
す
。ジ
ロ
は
、小
松
で
は
大
杉
・
丸
山
・

花
立
と
い
っ
た
南
東
部
の
山
間
地
で
し
か
聞

か
れ
ま
せ
ん
が
、白
山
市
の
旧
鳥
越
村
か
ら
旧

白
峰
村
に
か
け
て
の
白
山
麓
一
帯
に
も
分
布
し

て
い
る
こ
と
か
ら
、イ
リ
リ
よ
り
古
い
方
言
形

と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
囲
炉
裏
」を
指
す
ジ
ロ
は
、

『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、小

松
を
含
む
石
川
県
加
賀
地
方
南
部
以
外
に
、東

北
の
岩
手
・
秋
田
・
山
形
の
一
部
や
関
東
地
方
の

一
部
、長
野
、新
潟
や
福
井
、そ
し
て
九
州
の
熊

本
・
宮
崎
・
鹿
児
島
な
ど
で
も
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
わ
か
り
ま
す
。

　
一
般
家
庭
か
ら
囲
炉
裏
が
姿
を
消
し
た
今
、

ジ
ロ
な
ど
の
方
言
形
も
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
ま
す
。

連載
194

「魚をジロで焼くとてんぽにうまいげん！」

2014年5月号

ー 201 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
20

―
京
都
語
由
来
の
セ
ゴ
、ス
コ
イ
―

　
今
回
も
引
き
続
き
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都

語
、上
方
語
）由
来
の
小
松
方
言
を
ご
紹
介
し
ま

す
。

　
取
り
上
げ
る
の
は
、「
背
中
」の
意
味
の
セ
ゴ
と

「
悪
が
し
こ
い
」の
意
味
の
ス
コ
イ
で
す
。

セ
ゴ
は
近
世
上
方
語「
背せ
ご
う甲
」に
由
来

　
身
体
部
位
の
名
称
は
学
校
教
育
な
ど
の
影
響

で
共
通
語
化
が
進
ん
で
い
ま
す
の
で
、最
近
で

は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ

ま
す
が
、か
つ
て
市
内
の
比
較
的
広
い
範
囲
で

使
わ
れ
て
い
た
方
言
に「
背
中
」を
指
す
セ
ゴ
が

あ
り
ま
す
。

　『
日
本
国
語
大
辞
典  

第
二
版
』（
小
学
館
）

に
よ
れ
ば
、近
世
初
期
の
上
方
語
文
献
で
あ

る
近
松
門
左
衛
門
作
・
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃「
曾そ
が
か
い
け
い
さ
ん

我
会
稽
山
」

（
１
７
１
８
年
初
演
）に「
せ
ご
う
の
は
げ
た
る

盗ぬ
す
っ
と
じ
か

人
鹿
、物
構
の
柵さ
く

を
く
ぐ
る
所
を
、大
ぜ
い
お

り
合
生
捕
て
候
と
ひ
っ
す
ゆ
る
」の
よ
う
な
使

用
例
が
見
ら
れ
、セ
ゴ
が
、「
背
中
」の
意
味
の
か

つ
て
の
中
央
語「
せ
ご
う
」（
漢
字
は「
背
甲
」）に

由
来
す
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。そ
れ
が
北
陸

に
伝
わ
っ
た
後
、小
松
で
は
セ
ゴ
ー
の
末
尾
長

音
が
脱
落
し
て
セ
ゴ
と
な
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

　「
背
中
」の
意
味
の
方
言
で
元
の
ま
ま
の
形
で

あ
る
セ
ゴ
ー
を
使
う
地
域
は
、富
山
・
石
川
の
一

部
や
岐
阜
県
飛
騨
、西
の
鳥
取
、島
根
、愛
媛
な

ど
に
見
ら
れ
ま
す
。ま
た
、石
川
県
内
で
も
、本

来
の「
背
中
」の
意
味
が
変
化
し
て
、「
亀か
め

の
甲こ
う

羅ら

」や「
病
気
で
背
中
が
丸
く
な
っ
た
人
」の
意

味
で
使
う
地
域
も
あ
る
よ
う
で
す
。

ス
コ
イ
も
近
世
上
方
語「
す
こ
い
」に
由
来

　「
悪
が
し
こ
い
」の
意
味
の
方
言
ス
コ
イ
も
、

同
じ
よ
う
な
意
味
の「
す
こ
い
」が
江
戸
時
代
初

期
の
浮
世
草
子
な
ど
に
使
用
例
が
見
え
る
こ
と

か
ら
、近
世
上
方
語
由
来
の
方
言
と
考
え
ら
れ

ま
す
。筆
者
た
ち
が
１
９
９
６
年
か
ら
５
年
間

実
施
し
た
市
内
全
域
の
方
言
調
査
で
は
残
念

な
が
ら
聞
け
な
か
っ
た
の
で
す
が
、小
松
で
か

つ
て
発
行
さ
れ
た
町
史
類
で
、『
浜は
ま
さ
み

佐
美
町
誌
』

昭
和
49
年
）と『
町
誌  

光み
つ
だ
ん谷  

第
一
号
』（
昭
和

61
年
）に「
悪
が
し
こ
い
」の
意
味
の
ス
コ
イ
が

載
っ
て
い
ま
す
し
、南
の
福
井
県
で
も
使
用
例

が
確
認
で
き
ま
す
。

　
浜
佐
美
は
西
の
海
岸
部
の
加
賀
市
と
の
境
に

あ
る
町
、光
谷
は
逆
に
市
東
部
の
西
尾
地
区
、旧

鳥
越
村
と
の
境
に
あ
っ
た
町（
昭
和
38
年
の
豪

雪
に
よ
り
大
き
な
被
害
を
受
け
、翌
年
全
世
帯

が
移
住
し
無
住
地
と
な
っ
た
）で
、市
の
周
辺
地

域
に
分
布
す
る
こ
と
か
ら
、今
で
は
ほ
と
ん
ど

使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
る
こ
と
と
合
わ
せ
て
、

小
松
の「
悪
が
し
こ
い
」の
意
味
の
方
言
で
は
比

較
的
古
い
形
と
思
わ
れ
ま
す
。

連載
195

「お父さんのセゴって大きいなあ」

2014年6月号



ー 202 ーー 203 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
21

―
ダ
ン
ナ
イ
と
テ
ナ
ワ
ン
の
語
源

―

　
か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来
の
小
松
方

言
の
紹
介
も
だ
い
ぶ
回
を
重
ね
て
き
ま
し
た

が
、今
回
は「
大
丈
夫
だ
。差
し
支
え
な
い
」と

い
っ
た
意
味
の
方
言
ダ
ン
ナ
イ
と「
手
に
負
え
な

い
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
テ
ナ
ワ
ン
を
紹
介
し

ま
す
。

ダ
ン
ナ
イ
は「
大
事
な
い
」が
語
源

　「
大
丈
夫
だ
。差
し
支
え
な
い
。構
わ
な
い
。心

配
な
い
」な
ど
の
意
味
で
使
わ
れ
る
ダ
ン
ナ
イ

は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）で
中
世
末
期

の
文
献
例
が
見
え
る「
大
事
な
い
」が
語
源
で

す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

小
松
と
同
じ
よ
う
に
ダ
ン
ナ
イ
が
使
わ
れ
る
地

域
は
、新
潟
県
南
部
か
ら
富
山
・
石
川
・
福
井
の

北
陸
三
県
、愛
知
・
岐
阜
か
ら
近
畿
地
方
、さ
ら

に
中
国
地
方
か
ら
四
国
の
徳
島
・
香
川
の
広
い

範
囲
に
わ
た
り
ま
す
。そ
の
分
布
域
か
ら
も
、か

つ
て
の
中
央
語
が
近
畿
の
周
辺
に
分
布
を
拡
げ

た
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

　
こ
れ
ら
の
地
域
の
ダ
ン
ナ
イ
は「
大
事
な
い
」

が
地
方
に
伝
播
す
る
過
程
で
ダ
ン
ナ
イ
に
変
化

し
た
の
で
は
な
く
、「
だ
ん
な
い
」の
形
が
中
央

語
文
献
に
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、中
央
で
ダ

ン
ナ
イ
に
変
化
し
た
後
に
北
陸
を
含
む
周
辺
地

域
に
伝
播
し
た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。小
松
で
は
、

ダ
ン
ナ
イ
が
ダ
ン
ネ
ー
を
経
て
変
化
し
た
と
考

え
ら
れ
る
ダ
ン
ネ
の
形
も
聞
か
れ
ま
す
。ち
な

み
に
、北
陸
三
県
で
は
、石
川
・
富
山
は
ダ
ン
ナ

イ
が
優
勢
、福
井
の
嶺
北
地
方
は
ダ
ン
ネ
が
優

勢
で
す
。福
井
で
は
、そ
れ
を
タ
イ
ト
ル
に
使
っ

た「
だ
ん
ね
〜
ざ
―
福
井
弁
の
唄
―
」と
い
う
福

井
弁
満
載
の
歌
が
ユ
ー
チ
ュ
ー
ブ
上
で
話
題
に

な
っ
て
い
ま
す
。

テ
ナ
ワ
ン
は「
手
に
合
わ
ん
」か
ら

　「
手
に
負
え
な
い
」の
意
味
の
テ
ナ
ワ
ン
は
、

か
つ
て
の
中
央
語
の
文
献
例
に
つ
い
て
は
、は
っ

き
り
し
ま
せ
ん
が
、そ
の
語
源
が「
手
に
負
え

な
い
者
」の
意
味
の「
手
に
合
わ
ず
」に
由
来
す

る「
手
に
合
わ
ん
」で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。「
テ
ニ
ア
ワ
ズ
」系
の
方
言
は

福
井
の
嶺
北
地
方
の
一
部
の
ほ
か
、中
国
地
方

の
鳥
取
・
島
根
両
県
に
分
布
し
ま
す
が
、そ
れ

か
ら
の
変
化
形
テ
ニ
ア
ワ
ン（「
手
に
合
わ
ず
」↓

「
手
に
合
わ
ぬ
」↓「
手
に
合
わ
ん
」）が
テ
ニ
ャ

ワ
ン（
白
山
麓
の
白
峰
方
言
や
福
井
の
嶺
北
地

方
の
一
部
な
ど
で
聞
か
れ
ま
す
）を
経
て
変
化

し
た
と
考
え
ら
れ
る
テ
ナ
ワ
ン
は
主
に
北
陸
三

県
に
分
布
し
ま
す
。利
口
で
聞
き
分
け
が
よ
い

子
を
カ
タ
イ
子
と
言
い
ま
す
が
、テ
ナ
ワ
ン
子

は
そ
の
反
対
で
、言
う
こ
と
を
聞
か
ず
に
手
に

負
え
な
い
子
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

連載
196

「
足
擦
り
む
い
と
ら
ん
か
」

「
う
ん
、ダ
ン
ナ
イ
よ
！
」

2014年7月号

ー 203 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
22

―
京
都
語
由
来
の
ド
ク
シ
ョ
ナ
と

エ
ン
ゾ
―

　
今
回
も
ま
た
小
松
方
言
の
語
源
に
つ
い
て
考

え
ま
す
。取
り
上
げ
る
の
は
、い
ず
れ
も
か
つ
て

の
中
央
語（
京
都
語
）に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ

る
、「
性
格
が
悪
い
」こ
と
を
指
す
ド
ク
シ
ョ
ナ
と

「（
道
路
脇
の
）側
溝
」を
指
す
エ
ン
ゾ
で
す
。

ド
ク
シ
ョ
ナ
は「
毒ど
く
し
ょ
う性」か
ら

　
小
松
全
域
で
使
わ
れ
た
ド
ク
シ
ョ
ナ
は
、人

の
性
格
の
悪
い
さ
ま
、意
地
の
悪
い
さ
ま
を
言

う
方
言
で
す
。語
源
は
か
つ
て
の
中
央
語（
京
都

語
）文
献
に
も
登
場
す
る
漢
語「
毒
性
」と
考
え

ら
れ
ま
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）を
見
る
と
、

同
じ
意
味
の
ド
ク
シ
ョ
ー
ナ
が
使
わ
れ
る
地
域

と
し
て
、石
川
県
を
は
じ
め
、滋
賀
、京
都
、大

阪
、兵
庫（
淡
路
島
）、和
歌
山（
海
草
郡
・
伊
都

郡
）、徳
島
が
載
り
、小
松
と
同
じ
ド
ク
シ
ョ
ナ

が
使
わ
れ
る
地
域
と
し
て
、奈
良（
南
大
和
）、

和
歌
山（
日
高
郡
）が
載
り
、こ
れ
ら
の
分
布
地

域
か
ら
も
、ド
ク
シ
ョ
ー
ナ
が
、か
つ
て
の
中
心

地
・
京
都
か
ら
近
畿
地
方
や
そ
の
周
辺
部
に
分

布
を
拡
げ
た
も
の
と
考
え
て
間
違
い
な
い
で

し
ょ
う
。

エ
ン
ゾ
は「
井い
み
ぞ溝
」か
ら

　
エ
ン
ゾ
と
は
、道
路
脇
の
側
溝
、つ
ま
り
一
般

的
な
共
通
語
で
言
う
と
こ
ろ
の
ミ
ゾ
や
ド
ブ
を

指
す
方
言
で
す
。小
松
で
は
同
じ
よ
う
な
側
溝

を
指
す
方
言
と
し
て
ド
ブ
ソ
も
聞
か
れ
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
エ
ン
ゾ
は
、平
安
時
代
末
期
の
古

辞
書「
色
葉
字
類
抄
」に「
ヰ
ミ
ソ
」の
形
で
出
て

い
る「
井
溝
」が
変
化
し
た
形
と
考
え
ら
れ
ま

す
。イ
ミ
ゾ
↓
エ
ミ
ゾ
↓
エ
ン
ゾ
の
よ
う
な
変
化

で
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』を
見
る
と
、元
の
形

イ
ミ
ゾ
が
岐
阜
、愛
知
、静
岡
に
、ほ
か
に
、イ
ン

ゾ
が
新
潟
、富
山
、石
川
、福
井
に
、エ
ミ
ゾ
が
新

潟
、岐
阜（
飛
騨
）、石
川
、島
根
に
、そ
し
て
エ
ン

ゾ
が
富
山
、石
川
に
分
布
す
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。な
お
、エ
ン
ゾ
に
つ
い
て
は
、筆
者
も
郷
里

の
福
井
県
越
前
市
で
使
っ
て
い
た
方
言
で
、嶺

北
地
方
の
広
い
範
囲
で
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

　
一
方
、ド
ブ
ソ
は
、か
つ
て
の
中
央
語
と
の
関

係
は
不
明
で
す
が
、明
治
維
新
直
後
に
成
立
し
た

「
加
賀
な
ま
り
」と
い
う
方
言
集
に
ド
ボ
ス
、ド

ス
ボ
の
見
出
し
で
、「
悪お
す
い
こ
う

水
溝
を
こ
う
言
う
。他

の
地
方
に
は
通
じ
な
い
。東
京
で
は
ド
ブ
と
言

う
」の
よ
う
に
書
か
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、金
沢

辺
で
は
江
戸
時
代
後
期
に
は
ド
ボ
ス
と
い
う
言

い
方
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。小
松
の

ド
ブ
ソ
は
、そ
の
ド
ボ
ス
の
音
変
化
形
と
し
て

生
ま
れ
た（
共
通
語
の
ド
ブ
の
影
響
も
受
け
て
）

可
能
性
が
高
い
と
考
え
て
い
ま
す
。

連載
197

「
ボ
ー
ル
ど
こ
い
っ
て
ん
ろ
」

「
あ
っ
、エ
ン
ゾ
に
あ
る
よ
！
」

2014年8月号



ー 204 ーー 205 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
23

―
京
都
語
由
来
の
ネ
マ
ル
―

　
今
回
も
引
き
続
き
、小
松
方
言
の
語
源
に
つ

い
て
考
え
ま
す
。取
り
上
げ
る
の
は
、か
つ
て
の

中
央
語（
京
都
語
）に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
る

「
座
る
」の
意
味
の
ネ
マ
ル
で
す
。

　
小
松
で
は
、ネ
マ
ル
は「
あ
ぐ
ら
」も「
正
座
」

も
含
ん
で「
腰
を
下
ろ
す
」こ
と
全
体
を
指
し
て

使
わ
れ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
が
、単
に「
座
る
」

と
い
う
よ
り
も
、「
ゆ
っ
た
り
と
座
る
」ニ
ュ
ア
ン

ス
が
あ
る
の
で
、ど
ち
ら
か
と
言
え
ば「
あ
ぐ

ら
」を
指
し
て
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い
よ
う
に

思
い
ま
す
。

芭
蕉
の
俳
句
に
も
登
場
す
る
ネ
マ
ル

　
　
涼
し
さ
を
我わ
が
や
ど宿
に
し
て
ね
ま
る
也

　
こ
れ
は
、松
尾
芭
蕉
が「
奥
の
細
道
」の
旅
で
、

旧
暦
の
元
禄
２
年
５
月
17
日
〜
27
日（
現
在
の

７
月
上
旬
）に
、山
形
県
の
尾お
ば
な
ざ
わ

花
沢
に
滞
在
し
た

際
に
詠
ん
だ
有
名
な
句
で
す
。こ
の
俳
句
の「
ね

ま
る
也
」の
動
詞「
ね
ま
る
」に
つ
い
て
は
、従

来
か
ら
、「
く
つ
ろ
い
で
楽
に
座
る
」の
意
味
と
、

「
寝
そ
べ
る
。横
に
な
っ
て
く
つ
ろ
ぐ
」の
意
味

の
二
通
り
の
解
釈
が
あ
り
ま
し
た
。そ
こ
で
中

央
語
も
含
め
て
、ネ
マ
ル
の
意
味
と
方
言
の
分

布
地
域
に
つ
い
て
見
る
こ
と
に
し
ま
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）で
は
、ネ
マ

ル
は
、「
座
る
」の
意
味
で
北
海
道
、青
森
、岩

手
、宮
城
、秋
田
、山
形
、新
潟
、富
山
、石
川
、福

井
、岐
阜
、奈
良
、島
根
、「
あ
ぐ
ら
を
か
く
」の

意
味
で
岩
手（
九
戸
）、新
潟（
佐
渡
）、長
野（
下

伊
那
）、岐
阜（
北
飛
騨
）と
あ
り
、一
方
、「
寝
る
」

の
意
味
で
、奥
羽
、宮
城
、新
潟（
北
蒲
原
・
東
蒲

原
）、長
野（
北
安
曇
）、岐
阜
、島
根
、長
崎
、鹿
児

島
も
挙
が
っ
て
い
て
、「
座
る
」と「
寝
る
」の
両

方
の
意
味
が
見
ら
れ
ま
す
。ま
た
、『
日
本
国
語

大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、中
央

語
の「
ね
ま
る
」に
は
、「
と
じ
こ
も
る
。蟄ち
っ
き
ょ居

す

る
。黙
座
す
る
」、「
す
わ
る
。し
ゃ
が
む
」、「
く
つ

ろ
い
で
休
む
。そ
こ
に
と
ど
ま
る
。逗
と
う
り
ゅ
う留
す
る
」、

「
寝
る
」な
ど
の
意
味
の
用
例
が
見
ら
れ
、「
座

る
」の
意
味
の
使
用
例
は
室
町
時
代
後
半
の
古

辞
書
や
江
戸
時
代
初
期
の
上
方
語
文
献
な
ど
に

見
ら
れ
ま
す
。以
上
の
こ
と
か
ら
考
え
る
と
、芭

蕉
の
句
の「
ね
ま
る
」の
意
味
は
、芭
蕉
自
身
が

使
っ
て
い
た
ネ
マ
ル
か
山
形
方
言
の
ネ
マ
ル
か

に
よ
っ
て
も
解
釈
が
違
っ
て
き
そ
う
で
す
。

　
と
こ
ろ
で
、北
陸
三
県
か
ら
新
潟
以
北
の
東

北
地
方
に
広
く
分
布
す
る「
座
る
」の
意
味
の
ネ

マ
ル
は
、近
畿
地
方
か
ら
ま
ず
北
陸
に
伝
わ
り
、

そ
の
後
東
北
の
日
本
海
側
を
海
上
伝で
ん
ぱ播

に
よ
り

北
上
し
た
可
能
性
が
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ま
た
、「
寝
る
」の
意
味
に
つ
い
て
は
、ネ
マ
ル
の

ネ
を「
寝
る
」の
ネ
と
解
釈
し
て（
マ
ル
は「
高
ま

る
」「
深
ま
る
」「
奥
ま
る
」な
ど
の「
〜
ま
る
」と

同
じ
よ
う
な
動
詞
化
接
尾
辞
と
解
釈
し
て
）、生

ま
れ
た
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

連載
198

「窓開けてネマっとると気持ちいいなぁ」
「そうやねぇ」

2014年9月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
24

―
京
都
語
由
来
の
カ
タ
イ
と
ハ
シ

カ
イ
―

　
今
回
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来

の
形
容
詞
の
方
言
を
二
つ
取
り
上
げ
た
い
と
思

い
ま
す
。

　
一
つ
は「
利
口
で
聞
き
分
け
が
よ
い
」、「
素
直

で
言
う
こ
と
を
よ
く
聞
く
真
面
目
な
」と
い
っ

た
意
味
で
使
わ
れ
る
カ
タ
イ
、今
一
つ
は
似
た

意
味
の「
賢
い
」、あ
る
い
は「
ず
る
賢
い
」と
か

「
す
ば
し
こ
い
」と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
ハ

シ
カ
イ
で
す
。

中
央
語「
か
た
い
」の
意
味
が
伝で
ん
ぱ播
途
中
に
変

化　
小
松
で
カ
タ
イ
と
い
う
方
言
は
、共
通
語
と

同
じ
意
味
の
ほ
か
、「
カ
タ
イ
子
」と
か「
カ
タ
イ

者も
ん

」の
よ
う
に
、「
人
の
言
う
こ
と
を
よ
く
聞
く

利
口
な
」子
ど
も
や「
素
行
が
よ
く
て
身
持
ち

の
堅
い
」人
な
ど
に
対
し
て
使
わ
れ
ま
す
。中
央

語
と
し
て
の「
か
た
い
」（
古
く
は「
か
た
し
」）

は「
堅
」や「
固
」の
字
が
当
て
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
し
っ
か
り
し
て
い
て
崩
れ
な
い
。堅
固
だ
。丈

夫
だ
」と
い
っ
た
意
味
や「
厳
し
い
」、「
堅
苦
し

い
」と
い
っ
た
意
味
を
表
す
語
で
す
が
、そ
れ
が

北
陸
に
伝
わ
り
、方
言
化
す
る
過
程
で
、小
松

を
含
む
石
川
県
と
富
山
県（
旧
加
賀
藩
域
）で
は

「
考
え
方
や
行
い
の
固
い
」こ
と
が
プ
ラ
ス
の

意
味
に
派
生
し
、人
の
堅
実
さ
や
利
口
さ
を
表

す
形
容
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と

考
え
ら
れ
ま
す
。

　
同
じ
カ
タ
イ
で
も
、筆
者
の
出
身
地
で
あ
る

福
井
県
の
方
言
で
は
、共
通
語
と
同
じ
意
味
の

ほ
か
に
、か
つ
て
の
中
央
語
の「
か
た
い
」の
意

味
に
も
含
ま
れ
て
い
た「
丈
夫
だ
」の
意
味
が
少

し
変
化
し
、と
り
わ
け「（
体
が
）頑
強
だ
、丈
夫

だ
、健
康
だ
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
多
い

の
が
特
徴
で
す
。「
カ
タ
イ
子
」と
言
っ
て
も
、石

川
で
は「
利
口
な
子
」、福
井
で
は「
丈
夫
な
子
」

と
、意
味
が
異
な
る
の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

近
世
語「
は
し
か
い
」が
意
味
変
化

　
小
松
の
方
言
で
ハ
シ
カ
イ
と
い
う
と
、カ
タ

イ
に
似
て「
賢
い
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
と
と
も

に
、「
ず
る
賢
い
」と
か「
す
ば
し
こ
い
」の
意
味

で
使
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
よ
う
で
す
。中
央
語

「
は
し
か
い
」は
近
世
初
期
の
井
原
西
鶴
の「
嵐
あ
ら
し
は

無む
じ
ょ
う
も
の
が
た
り

常
物
語
」（
１
６
８
８
年
）な
ど
に「
敏
び
ん
し
ょ
う捷

だ
。

す
ば
し
こ
い
」の
意
味
の
例
が
見
え
ま
す
の
で
、

小
松
の
ハ
シ
カ
イ
の
意
味
の
中
で
は「
す
ば
し

こ
い
」が
中
央
語
の
意
味
を
引
き
継
い
で
い
る

も
の
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。し
か
し
、こ
れ
も
中

央
語「
は
し
か
い
」が
北
陸
に
伝
播
す
る
過
程

で
、北
陸
三
県
共
通
に「
す
ば
し
こ
い
」こ
と
が

プ
ラ
ス
の
意
味
に
も
拡
大
し
、す
ば
し
こ
さ
か

ら
、機
転
が
き
く
こ
と
、つ
ま
り「
賢
い
」の
意
味

で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
ま

す
。

連載
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「お茶をどうぞ」
「あら、小さいのにカタイ子やぁ」

2014年10月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
25

―
京
都
語
由
来
の
ア
グ
チ
と
チ
ャ
ッ

ト
―

　
本
連
載
も
今
回
で
つ
い
に
区
切
り
の
２
０
０

回
と
な
り
ま
し
た
。今
後
も
市
民
の
皆
さ
ん
に

興
味
を
持
っ
て
お
読
み
い
た
だ
け
る
よ
う
内
容

も
工
夫
し
な
が
ら
、少
し
で
も
長
く
続
け
て
い

け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

　
さ
て
、今
回
も
引
き
続
き
、か
つ
て
の
中
央
語

（
京
都
語
）由
来
の
方
言
か
ら
、「
胡あ
ぐ
ら座
」を
指
す

ア
グ
チ
と
、「
早
く
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
チ
ャ
ッ

ト
を
ご
紹
介
し
ま
す
。

ア
グ
チ
は「
開あ
き
く
ち口
」か
ら
変
化

　
共
通
語「
あ
ぐ
ら
」の
普
及
で
、最
近
で
は
小

松
市
内
で
も
高
年
層
世
代
で
わ
ず
か
に
聞
か
れ

る
程
度
と
な
っ
た
ア
グ
チ
で
す
が
、以
前
は
市

内
全
域
の
広
い
範
囲
で
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
江
戸
時
代
唯
一
の
全
国
方
言
集
と
し
て
知
ら

れ
る
越こ
し
が
や
ご
ざ
ん

谷
吾
山『
物ぶ
つ
る
い
し
ょ
う
こ

類
称
呼
』（
１
７
７
５〈
安
永

４
〉年
刊
）に
は
、使
用
地
域
が【
加
賀
】と
あ
る

方
言
が
57
語
載
っ
て
い
ま
す
が
、そ
の
中
に
ア

グ
チ
に
変
化
す
る
前
の
形
と
思
わ
れ
る「
あ
い

ぐ
ち
」が
す
で
に
載
っ
て
い
ま
す
。「
あ
い
ぐ
ち
か

く
」、即
ち「
ゆ
る
や
か
に
坐ざ

す
る
事
」と
あ
り
ま

す
。

　「
あ
い
ぐ
ち
」と
は
、足た

び袋
な
ど
の
足
を
履

き
入
れ
る
口
を
指
す
、か
つ
て
の
中
央
語「
開
口

（
あ
き
く
ち
）」が
変
化
し
た
形
で
す
。そ
の「
あ

き
く
ち
」の
部
分
を
交
差
し
て
足
を
組
ん
で
座

る
と
こ
ろ
か
ら「
あ
き
く
ち（
か
く
）」と
言
う

よ
う
に
な
り
、そ
の
後
、石
川
に
伝
わ
る
過
程
で

「
あ
い
ぐ
ち（
か
く
）」に
変
化
し
、さ
ら
に
ア
グ

チ（
カ
ク
）に
変
化
し
た
、つ
ま
り
、ア
キ
ク
チ
↓

ア
キ
グ
チ
↓
ア
イ
グ
チ
↓
ア
グ
チ
の
よ
う
に
変

化
し
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

チ
ャ
ッ
ト
は
中
世
末
期
京
都
語

　
小
松
方
言
の
副
詞
の
一
つ
で
あ
る
チ
ャ
ッ
ト

は
、『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、中
世
末
期
か
ら
江
戸
初
期
の
中
央
語

資
料
、例
え
ば
日に
っ
ぽ葡

辞
書（
１
６
０
３
ー
０
４
）

に「Chatto

（
チ
ャ
ッ
ト
）〈
訳
〉す
ば
や
く
」と
あ

り
ま
す
。こ
う
し
た
中
央
語
の「
ち
ゃ
っ
と
」が
伝で
ん

播ぱ

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
ま
た
、「
は
や
く
」の
意
味
の
方
言
チ
ャ
ッ
ト

は
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

北
海
道
、青
森
県
、秋
田
県
、山
形
県
、新
潟
県
、

富
山
県
、石
川
県
、福
井
県
、山
梨
県
、長
野
県
、

静
岡
県
、愛
知
県
、岐
阜
県
、三
重
県
、京
都
府
、

大
阪
市
、奈
良
県
、和
歌
山
県
な
ど
に
分
布
が
見

ら
れ
、そ
の
分
布
状
況
は
、か
つ
て
の
中
央
語
が

周
囲
に
分
布
を
広
げ
た
こ
と
、中
で
も
北
海
道
、

東
北
地
方
、新
潟
に
は
北
陸
を
経
由
し
て
海
上

伝
播
で
日
本
海
側
を
北
上
し
た
こ
と
を
示
し
て

い
る
と
考
え
て
い
ま
す
。

連載
200

「ちょっこしお腹空いたね」
「チャット作れるお茶漬けなんてどうや」

2014年11月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
26

―
京
都
語
由
来
の
イ
シ
ナ
と
イ
ブ

ル
―

　
今
回
も
語
源
シ
リ
ー
ズ
を
続
け
る
こ
と
に
し

ま
す
。

　
今
回
取
り
上
げ
る
の
は
、「
石
」の
意
味
の
イ

シ
ナ
と「
揺
す
る
」の
意
味
の
イ
ブ
ル
で
す
。い

ず
れ
も
か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来
の
方

言
で
す
。

イ
シ
ナ
は
古
語「
石い
し
な
ご子
」の
下
略
形

　「
石
」の
こ
と
を
イ
シ
ナ
と
い
う
方
言
は
、『
日

本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、小
松
だ

け
で
な
く
、北
陸
三
県
と
新
潟
・
山
形
、岐
阜
・
愛

知
、そ
し
て
近
畿
地
方
に
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。

筆
者
も
金
沢
で
の
普
段
の
生
活
で
は
使
い
ま
せ

ん
が
、今
で
も
郷
里
の
福
井
県
越
前
市
に
帰
省

し
た
と
き
、道
端
の
石
を
見
る
と
自
然
に
イ
シ

ナ
と
い
う
方
言
が
口
を
つ
い
て
出
て
き
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、こ
の
イ
シ
ナ
は
、さ
ら
に
さ
か

の
ぼ
る
と
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）イ
シ

ナ
ゴ
に
た
ど
り
着
き
ま
す
。中
世
時
代
の
文
献
に

「
石
」の
意
味
で
登
場
す
る「
い
し
な
ご
」は「
石

な
子
」、つ
ま
り「
石
の
子
」の
意
味
で
す
。イ
シ

ナ
は
こ
の「
い
し
な
ご
」の「
ご
」が
落
ち
た
形
で

す
。「
い
し
な
ご
」は
ほ
か
に
、「
石
」の
意
味
よ
り

古
い
と
思
わ
れ
る「
お
手
玉
」の
意
味
で
使
わ
れ

た
文
献
例
も
見
ら
れ
、「
お
手
玉
」の
方
言
と
し

て
の
イ
シ
ナ
ゴ
は
、奥
能
登
や
福
井
の
一
部
を

含
め
て
全
国
に
点
々
と
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。

イ
ブ
ル
の
語
源
は
古
語「
ゆ
ぶ
る
」

　「
揺
す
る
」の
意
味
の
イ
ブ
ル
も
小
松
だ
け
の

方
言
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
、『
日
本
方
言
大
辞

典
』に
よ
れ
ば
、北
陸
三
県
で
広
く
使
わ
れ
る
ほ

か
、長
野
県
伊
那
地
方
や
島
根
県
で
の
使
用
例

が
見
え
ま
す
。

　
ア
イ
ツ
ァ
　
イ
ス
ニ
　
ス
ワ
ル
ト
　
ア
シ
　

イ
サ
ブ
ッ
テ
バ
ッ
カ
リ
　
オ
ル（
あ
い
つ
は
、椅

子
に
座
る
と
足
を
揺
す
っ
て
ば
か
り
い
る
）の

よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。そ
し
て
、こ
の
イ
ブ
ル
も

ま
た
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）に
由
来
す

る
方
言
と
思
わ
れ
ま
す
。

　
鎌
倉
時
代
の
語
源
辞
書『
名み
ょ
う
ご
き

語
記
』（
１
２
７
５

年
）に
は「
ゆ
ぶ
る
」が「
揺
す
る
」の
意
味
で

載
っ
て
お
り
、こ
の「
ゆ
ぶ
る
」の
語
頭
の「
ゆ
」が

「
い
」に
変
化
し
た
形
が「
い
ぶ
る
」だ
と
考
え

ら
れ
ま
す
。さ
ら
に
、中
世
末
期
の
中
央
語
文

献
に
は「
い
ぶ
る
」の
例
も
見
え
ま
す
の
で
、こ

の「
い
ぶ
る
」が
北
陸
に
伝
わ
っ
て
、方
言
と
し

て
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
に
違
い
あ
り
ま
せ

ん
。

　
と
こ
ろ
で
、Ｊ
Ｒ
北
陸
本
線
で
小
松
市
か
ら

加
賀
市
に
入
っ
て
す
ぐ
の
加
賀
市
動い
ぶ
り
は
し橋

町
に
あ

る
駅「
動
橋
」。難
読
地
名（
駅
名
）の
一
つ
と
さ

れ
て
い
ま
す
が
、こ
の「
い
ぶ
り
」も「
揺
す
る
」

の
意
味
の
方
言
イ
ブ
ル
の
連
用
形
に
あ
た
る
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

連載
201

「イブってあげると気持ち良さそうに寝るね」

2014年12月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
27

―
京
都
語
由
来
の
ヨ
ン
ベ
と
ハ
ッ

シ
ャ
グ
―

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今

年
は
未
ひ
つ
じ

の
年
と
い
う
こ
と
で
、「
ひ
つ
じ（
羊
）」

に
ま
つ
わ
る
方
言
の
話
題
で
も
と
思
い
ま
し

た
が
、羊
は
も
と
も
と
日
本
で
は
な
じ
み
の
な

か
っ
た
動
物
な
の
で
、残
念
な
が
ら
方
言
の
話

題
も
あ
り
ま
せ
ん
。と
い
う
わ
け
で
、今
回
も
語

源
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都

語
）由
来
の
方
言
ヨ
ン
ベ（「
昨
晩
」の
意
味
）と

ハ
ッ
シ
ャ
グ（「
乾
く
」の
意
味
）を
取
り
上
げ
ま

す
。

ヨ
ン
ベ
は
古
語「
ゆ
ふ
べ
」に
由
来

　
小
松
市
内
で
広
く
聞
か
れ
る
ヨ
ン
ベ（
ユ
ン

ベ
も
）は
、古
語「
ゆ
ふ
べ
」（
平
安
時
代
後
半
に
は

「
ゆ
う
べ
」に
変
化
）に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ

ま
す
。「
ゆ
ふ
べ
」は
中
央
語
で
は
、す
で
に
奈
良

時
代
か
ら
使
わ
れ
て
い
ま
し
た
が
、元
々
は「
日

暮
れ
時
。夕
方
」の
意
味
で
し
た
。そ
れ
が
、後
に

「
昨
夕
。昨
晩
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な

り
、発
音
も「
ゆ
う
べ
」の
ほ
か
、紀き
の
つ
ら
ゆ
き

貫
之
の『
土

佐
日
記
』（
９
３
５
年
頃
成
立
）な
ど
に
は「
よ
ん

べ
」の
形
も
見
え
ま
す
。

　
国
立
国
語
研
究
所
編『
日
本
言
語
地
図
』

（
１
９
５
７
〜
６
４
年
度
に
か
け
て
全
国

２
４
０
０
地
点
で
60
歳
以
上
の
男
性
を
調
査
）で

「
昨
晩
」の
方
言
の
全
国
分
布
を
見
る
と
、ヨ
ン

ベ
は
北
陸
三
県
と
岐
阜
県
北
部
、近
畿
地
方
の

一
部
と
中
国
地
方
の
日
本
海
側
、四
国
地
方
の

一
部
と
九
州
地
方
の
福
岡
、大
分
、宮
崎
な
ど
に

分
布
し
て
い
ま
す
。近
畿
地
方
や
中
部
地
方
、中

国
地
方
西
部
に
は
ユ
ン
ベ
の
分
布
も
見
え
ま
す

の
で
、小
松
の
ヨ
ン
ベ
は
、か
つ
て
の
中
央
語
地

域
か
ら
伝
わ
っ
た
ユ
ン
ベ
が
ヨ
ン
ベ
に
変
化
し

た
か
、最
初
か
ら
ヨ
ン
ベ
の
形
で
伝
わ
っ
た
か
の

い
ず
れ
か
で
し
ょ
う
。

ハ
ッ
シ
ャ
グ
は
中
央
語「
は
し
ゃ
ぐ
」に
由
来

　
ヨ
ン
ベ
と
違
っ
て
、最
近
で
は
あ
ま
り
聞
か

れ
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
ま
す
が
、小
松

で
は「
乾
く
」の
意
味
で
ハ
ッ
シ
ャ
グ
と
い
う
方

言
も
使
わ
れ
ま
し
た
。「
子
ど
も
な
ど
が
元
気
に

騒
ぎ
回
る
」意
味
の
共
通
語「
は
し
ゃ
ぐ
」と
は

無
関
係
で
、ハ
ッ
シ
ャ
グ
は「
乾
燥
す
る
。乾
く
」

の
意
味
の
か
つ
て
の（
中
世
末
期
か
ら
江
戸
初

期
に
か
け
て
の
）中
央
語「
は
し
ゃ
ぐ
」に
由
来

す
る
も
の
で
す
。『
日
葡
辞
書
』（
１
６
０
３
〜

０
４
年
）に「Faxiyagui（
ハ
シ
ャ
グ
）」の
例
、浮

世
草
子
・
立
身
大
福
帳（
１
７
０
３
年
）に「
取

お
き
が
わ
る
け
れ
ば
、葉
が
は
し
ゃ
い
で
く
だ

け
」の
例
が
見
え
ま
す
。こ
の「
は
し
ゃ
ぐ
」が
石

川
に
伝
わ
っ
た
も
の
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。ハ
ッ

シ
ャ
グ
の
形
は
石
川
の
ほ
か
、新
潟
県
佐
渡
、岐

阜
県
、近
畿
地
方
の
一
部
と
四
国
の
香
川
・
愛
媛

に
も
分
布
が
見
え
ま
す
。

連載
202

「ヨンベの大雪で車埋まってしもたわ」

2015年1月号

ー 209 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
28

―
京
都
語
由
来
の
ベ
ン
コ
ナ
と
ヘ

ダ
ル
イ
―

　
今
月
も
引
き
続
き
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都

語
）由
来
の
小
松
方
言
に
つ
い
て
見
ま
す
。今
回

は
、ベ
ン
コ
ナ（「
賢
い
。口
が
上
手
な
。生
意
気

な
」な
ど
の
意
味
）と
ヘ
ダ
ル
イ（「
空
腹
だ
。ひ

も
じ
い
」の
意
味
）を
取
り
上
げ
ま
す
。

ベ
ン
コ
ナ
は
漢
語「
弁べ
ん
こ
う口
」に
由
来

　
小
松
の
比
較
的
広
い
範
囲
で
使
わ
れ
た
方
言

ベ
ン
コ
ナ
は
、先
に
も
書
い
た
通
り
、「
口
が
上

手
な
」「
生
意
気
な
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と

も
あ
り
ま
す
が
、主
に
は「
賢
い
」の
意
味
で
使

わ
れ
て
い
ま
し
た
。ベ
ン
コ
ナ
は
、石
川
県
内
で

は
小
松
以
外
に
能
登
地
方
を
中
心
に
聞
か
れ
、

能
登
で
は
主
に「
口
が
達
者
で
生
意
気
な
」と

い
っ
た
マ
イ
ナ
ス
の
意
味
で
使
わ
れ
ま
す
。

　
と
こ
ろ
で
、こ
の
ベ
ン
コ
ナ
は
、か
つ
て
の
中

央
語（
京
都
を
含
む
上
方
語
）の「
弁
口
」に
由
来

す
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
。江
戸
時
代
初
期
の
仮

名
草
子
・
東
海
道
中
名
所
記（
１
６
５
９
年
頃
）に

「
こ
と
さ
ら
弁
口
才
覚
あ
る
ゆ
へ
に
」と
い
っ
た

使
用
例
が
見
ら
れ
、「
口
が
達
者
な
こ
と
。弁
舌

が
巧
み
な
こ
と
」の
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ

と
が
分
か
り
ま
す
。お
そ
ら
く
上
方
語「
弁
口
」

が
北
陸
に
伝
わ
り
、方
言
化
す
る
中
で
、能
登

地
方
で
は
元
の
意
味
に
近
い
状
態
で
受
け
継
が

れ
な
が
ら
、「
口
が
達
者
な
こ
と
。弁
舌
が
巧
み

な
こ
と
」が
マ
イ
ナ
ス
の
ニ
ュ
ア
ン
ス
を
帯
び
て

「
生
意
気
な
」の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
の
に
対
し
、小
松
で
は
、逆
に「
弁
舌
巧

み
な
こ
と
」の
意
味
が
プ
ラ
ス
方
向
に
拡
張
し

て「
賢
い
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

と
考
え
ら
れ
ま
す
。

ヘ
ダ
ル
イ
は
古
語「
饑ひ
だ

る
し（
饑
る
い
）」か
ら

の
変
化

　「
空
腹
だ
。ひ
も
じ
い
」の
意
味
の
ヘ
ダ
ル
イ

は
、小
松
市
内
で
は
ヒ
ダ
ル
イ
の
形
も
聞
か
れ
、

同
じ
意
味
の
古
語「
ひ
だ
る
し（
ひ
だ
る
い
）」に

由
来
し
ま
す
。文
献
に
は
、例
え
ば
中
世
の
説
話

集「
古こ
こ
ん
ち
ょ
も
ん
じ
ゅ
う

今
著
聞
集
」（
13
世
紀
中
頃
成
立
）に
、「
こ

の
一
両
日
食じ
き
も
つ物

絶
え
て
、術す
べ

な
く
ひ
だ
る
く
候

ふ
ま
ま
に
」の
よ
う
に
登
場
す
る
言
葉
で
す
。ヘ

ダ
ル
イ
は
、か
つ
て
の
中
央
語
ヒ
ダ
ル
イ
が
北

陸
に
伝
わ
り
、ヒ
ダ
ル
イ
の
語
頭
の
ヒ
が
ヘ
に

変
化
し
た
形
で
す
。ゴ
ハ
ン
　
オ
ソ
ナ
ッ
タ
サ
ケ
　

ヘ
ダ
ル
イ
ヤ
ロ（
ご
飯
が
遅
く
な
っ
た
か
ら
ひ
も

じ
い
だ
ろ
う
）の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。『
日
本

方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、「
空
腹
だ
。

ひ
も
じ
い
」の
意
味
の
ヒ
ダ
ル
イ
は
、鹿
児
島
や

奄
美
諸
島
の
例
し
か
見
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。小
松
を
含
む
北
陸
三
県
は
、古
語「
ひ
だ
る

い
」の
意
味
と
形
を
よ
く
受
け
継
い
で
い
る
数

少
な
い
地
域
と
言
え
そ
う
で
す
。

連載
203

「いっぱい遊んできてヘダルイやろ。お芋ふかしとい
たよ」

2015年2月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
29

―
京
都
語
由
来
の
ヨ
ー
ケ
と
ヨ
サ

リ
―

　
今
月
14
日
に
は
い
よ
い
よ
北
陸
新
幹
線
が
開

業
。こ
れ
ま
で
以
上
に
た
く
さ
ん
の
観
光
客
や

ビ
ジ
ネ
ス
マ
ン
な
ど
が
石
川
を
訪
れ
る
に
違
い

あ
り
ま
せ
ん
。今
回
は
そ
の「
た
く
さ
ん
」の
意

味
の
方
言
ヨ
ー
ケ
と
、「
夜
」の
意
味
の
ヨ
サ
リ

を
取
り
上
げ
る
こ
と
に
し
ま
す
。い
ず
れ
も
、か

つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来
の
方
言
で
す
。

ヨ
ー
ケ
は
近
世
上
方
語「
余よ
け
い計
」か
ら

　
小
松
市
内
で「
た
く
さ
ん
」の
意
味
で
使
わ
れ

る
方
言
に
は
、デ
カ
ト（
尾
小
屋
、安
宅
な
ど
）、

デ
コ
ト（
符
津
な
ど
）、デ
ー
コ（
大
杉
な
ど
）、

エ
ッ
ペ（
尾
小
屋
、符
津
な
ど
）な
ど
の
ほ
か
、

ヨ
ー
ケ（
大
杉
、尾
小
屋
、符
津
な
ど
）も
聞
か
れ

ま
す
。こ
の
う
ち
、デ
カ
ト
、デ
コ
ト
、デ
ー
コ
は

「
で
か
い
こ
と
」、エ
ッ
ペ
は「
い
っ
ぱ
い（
一
杯
）」

が
変
化
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。ヨ
ー
ケ

は
、か
つ
て
の
中
央
語（
上
方
語
）で「
程
度
が
通

常
よ
り
上
で
あ
る
こ
と
」の
意
味
で
江
戸
時
代

以
降
に
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た「
余
計
」に
由

来
す
る
も
の
で
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小

学
館
）に
よ
れ
ば
、「
た
く
さ
ん
」の
意
味
の
方
言

ヨ
ー
ケ
は
、富
山
県
、福
井
県
、岐
阜
県
、愛
知
県

名
古
屋
市
、三
重
県
、滋
賀
県
、京
都
府
、奈
良

県
、大
阪
府
、兵
庫
県
、和
歌
山
県
、島
根
県
、岡

山
県
、広
島
県
、山
口
県
、徳
島
県
、香
川
県
、愛

媛
県
、高
知
県
、長
崎
県
な
ど
で
も
使
わ
れ
る
こ

と
が
わ
か
り
、江
戸
時
代
以
降
に
近
畿
地
方
か

ら
西
日
本（
北
陸
を
含
む
）に
分
布
を
拡
げ
た
も

の
と
予
想
さ
れ
ま
す
。

ヨ
サ
リ
は
古
語「
夜よ
さ
り去
」に
由
来

　「
夜
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
ヨ
サ
リ
も
、小
松

を
含
む
石
川
県
加
賀
地
方
と
福
井
県
以
外
に
、

岐
阜
県
、三
重
県
、滋
賀
県
、京
都
府
、奈
良
県
、

大
阪
府
、兵
庫
県
、和
歌
山
県
、島
根
県
隠
岐
島
、

香
川
県
、福
岡
県
、長
崎
県
、熊
本
県
、宮
崎
県
な

ど
で
も
使
わ
れ
る
こ
と
が『
日
本
方
言
大
辞
典
』

か
ら
わ
か
り
、ヨ
ー
サ
リ
の
形
も
含
め
る
と
東

北
の
一
部
や
関
東
地
方
も
加
え
て
、西
日
本
の

さ
ら
に
広
い
範
囲
に
分
布
す
る
よ
う
で
す
。

　
ヨ
サ
リ
は
漢
字
を
あ
て
る
と「
夜
去
」で
す
。

「
さ
り
」は
本
来「
来
る
こ
と
、近
づ
く
こ
と
」

の
意
味
で
、「
よ
さ
り
」で「
夜
が
来
る
こ
と
」を

表
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
が
、そ
の
う
ち

「
さ
り
」の
意
味
が
失
わ
れ
、単
に「
夜
」の
意
味

で
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
す
。有
名

な
清
少
納
言『
枕
草
子
』（
平
安
時
代
中
期
）に
も

「
十
四
日
よ
さ
り
、雨
い
み
じ
う
降
れ
ば
」の
よ

う
に「
夜
」の
意
味
で
登
場
す
る「
よ
さ
り
」が
、

近
畿
地
方
か
ら
加
賀
地
方
に
も
伝で
ん
ぱ播

し
て
小
松

で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
れ
ば
よ

い
で
し
ょ
う
。

連載
204

「おかわりください！」
「ヨーケ食べて大きくなってね！」

2015年3月号

ー 211 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
30

―「
溝
」の
方
言
ド
ブ
ソ
の
語
源
―

　
年
度
が
改
ま
り
、本
連
載
も
今
月
か
ら
18
年

目
に
入
り
ま
す
。今
後
と
も
ご
愛
読
下
さ
い
。

　
こ
れ
か
ら
も
し
ば
ら
く
は
小
松
方
言
の
語
源

を
取
り
上
げ
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
が
、今

後
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
、上
方
語
）に

由
来
す
る
か
ど
う
か
不
明
の
も
の
も
含
め
て
見

て
い
く
こ
と
に
し
ま
す
。

　
今
回
は
、本
連
載
の
１
９
７
回（
２
０
１
４
年

８
月
号
）で
取
り
上
げ
た
エ
ン
ゾ（
古
語「
井
溝
」

か
ら
）と
同
じ
よ
う
に
、道
路
脇
の「
溝
。側
溝
」

を
指
す
方
言
で
あ
る
ド
ブ
ソ
に
つ
い
て
考
え
ま

す
。

ド
ブ
ソ
は
ド
ボ
ス
か
ら
の
変
化

　
日
本
テ
レ
ビ
系
の
人
気
番
組「
秘
密
の
ケ
ン

ミ
ン
ｓ
ｈ
ｏ
ｗ
」の
２
０
１
４
年
５
月
15
日
の

放
送
で
、金
沢
方
言
で「
溝
」を
指
し
て
使
わ
れ

る
ド
ブ
ス
が
取
り
上
げ
ら
れ
、番
組
中
で
そ
の

語
源
に
つ
い
て
筆
者
が
コ
メ
ン
ト
し
た
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

　
金
沢
辺
り
で
は
、県
外
の
女
性
に
聞
か
れ
る

と
誤
解
さ
れ
そ
う
な
ド
ブ
ス
の
ほ
か
、代
表
的

な
言
い
方
に
ド
ボ
ス
、ド
ブ
ソ
、ド
ボ
ソ
な
ど
が

あ
り
ま
す
が
、小
松
で
は
ド
ブ
ソ
が
一
般
的
で

す
。こ
れ
ら
の
言
い
方
は
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』

（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、石
川
県
の
ほ
ぼ
全
域

と
、加
賀
地
方
に
隣
接
す
る
富
山
県
西
部
の
ご

く
一
部
に
分
布
す
る
よ
う
で
、今
の
と
こ
ろ
、か

つ
て
の
中
央
語
に
こ
れ
ら
と
繋つ
な

が
り
そ
う
な
語

が
見
つ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
の
で
、石
川
県
に
特
有

の
方
言
と
言
っ
て
よ
さ
そ
う
で
す
。

　
語
源
的
に
は
、金
沢
の
舞
台
用
語
に
、役
者

の
顔
が
見
え
に
く
い
花
道
の
外
側
の
席
を
指
す

「
ど
ぼ
す
」と
い
う
言
葉
が
あ
っ
た
こ
と（
筆
者

監
修
の『
新 

頑
張
り
ま
っ
し
金
沢
こ
と
ば
』87

ペ
ー
ジ
参
照
）、明
治
初
年
成
立
と
さ
れ
る『
加

賀
な
ま
り
』と
い
う
方
言
集
に「
ど
ぼ
す
、ど
す

ぼ
」の
見
出
し
で「
悪
水
溝
ヲ
此か

ク
云い

フ
コ
ト
　

他
方
へ
通
セ
ス
東
京
ニ
テ
ハ〔
ド
ブ
〕ト
云
」と

あ
る
こ
と
か
ら
、既
に
江
戸
時
代
後
期
に
は
金
沢

（
加
賀
地
方
）で「
溝
」を
指
す「
ど
ぼ
す
」が
使

わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
り
ま
す（「
ど
ぼ
す
」の

「
ぼ
」と「
す
」が
交
替
し
た
形
と
思
わ
れ
る「
ど

す
ぼ
」は
聞
か
れ
ま
せ
ん
）。

　
舞
台
用
語
の
ド
ボ
ス
が
先
か
、「
溝
」を
指
す

ド
ボ
ス
が
先
か
は
、は
っ
き
り
し
な
い
も
の
の
、

金
沢
あ
た
り
の
ド
ブ
ス
、ド
ボ
ソ
、小
松
の
ド
ブ

ソ
は
、い
ず
れ
も
ド
ボ
ス
の
発
音
が
変
化
し
た

も
の
だ
ろ
う
と
考
え
て
い
ま
す
。中
で
も
、小
松

の
ド
ブ
ソ
と
金
沢
の
ド
ブ
ス
は
、元
の
ド
ボ
ス

が
共
通
語「
ど
ぶ
」の
発
音
に
引
か
れ
て
変
化
し

た
、「
類る
い
お
ん
け
ん
い
ん

音
牽
引
」と
呼
ば
れ
る
現
象
に
よ
っ
て

生
ま
れ
た
形
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

連載
205

「ドブソに落ちないように気を付けてね」
「は～い！」

2015年4月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
31

―
京
都
語
由
来
の
メ
ン
デ
と
ヤ
ク

チ
ャ
ム
ナ
イ
―

　
今
回
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来

の
小
松
方
言
と
し
て
、「
醜
い
」の
意
味
の
メ
ン

デ
、「
た
わ
い
も
な
い
。役
に
立
た
な
い
」の
意
味

の
ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
を
ご
紹
介
し
ま
す
。メ
ン

デ
に
つ
い
て
は
本
連
載
の
１
４
０
回
と
１
４
１

回
、ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
に
つ
い
て
は
１
０
８
回
で

も
取
り
上
げ
て
い
ま
す
が
、今
回
は
改
め
て
そ

の
語
源
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

メ
ン
デ
は
メ
ン
ド
イ（
面
倒
い
）に
由
来

　
小
松
で「
醜
い
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
方
言
に

は
、多
数
派
の
メ
ン
デ
の
ほ
か
、メ
ン
デ
ー
、メ

ン
ダ
イ
、メ
ン
ド
イ
な
ど
が
あ
り
ま
す
。メ
ン
ド

イ
と
い
う
と
最
近
の
若
者
言
葉
で
も「
面
倒
く

さ
い
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す

が
、「
醜
い
」の
意
味
の
小
松
方
言
メ
ン
デ
の
語

源
は
、江
戸
時
代
初
期
の
上
方
語
文
献（
浄じ
ょ
う
る瑠

璃り

作
品
な
ど
）に
登
場
す
る「
め
ん
ど
い（
面め
ん
ど倒

い
）」だ
と
考
え
て
い
ま
す
。

　『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、「
め
ん
ど
い
」の
意
味
に
は
、①「
面
倒

で
あ
る
。め
ん
ど
う
く
さ
い
」と
②「
み
っ
と
も

な
い
。見
苦
し
い
。醜
い
」の
二
つ
が
あ
り
ま
す

が
、②
の
意
味
の「
め
ん
ど
い
」が
小
松
に
伝で
ん
ぱ播

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
醜
い
」の
意
味
の
メ
ン
ド
イ
は
、北
陸
の
石

川
・
福
井
の
ほ
か
、近
畿
地
方
、中
国
地
方
の
岡

山
・
広
島
・
山
口
、四
国
地
方
の
徳
島
・
愛
媛
・
高

知
な
ど
に
も
分
布
す
る
よ
う
で
す
。メ
ン
ド
イ

が
メ
ン
ダ
イ
に
変
化
し
、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
て
メ
ン
デ
ー
が
生
ま
れ
、さ
ら
に
末
尾

の
長
音
が
落
ち
た
形
が
メ
ン
デ
で
し
ょ
う
。

ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
は「
益や
く
た
い体
も
な
い
」か
ら

　「
た
わ
い
も
な
い
。役
に
立
た
な
い
」の
意
味

の
小
松
方
言
ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
は
、中
世
末
期

か
ら
江
戸
時
代
初
期
の
京
都
語
文
献
、上
方
語

文
献
に
登
場
す
る「
や
く
た
い（
益
体
）も
な
い
」

が
語
源
と
考
え
ら
れ
ま
す
。「
益
体
」が「
役
に

立
つ
」の
意
味
で
、そ
の
否
定
表
現
に
あ
た
り

ま
す
。中
世
末
期
の
京
都
語
が
記
録
さ
れ
て
い

る「
日に
っ
ぽ葡

辞
書
」（
１
６
０
３
ー
０
４
年
）に
は
、

「Yacutaim
o nai

（
ヤ
ク
タ
イ
モ 

ナ
イ
）〈
訳
〉

秩
序
も
調
和
も
な
い
、あ
る
い
は
何
の
役
に
も

た
た
な
い
こ
と
」と
い
っ
た
例
が
見
え
ま
す
。ヤ

ク
タ
イ
モ
ナ
イ
が
石
川
に
伝
播
す
る
過
程
で
、

ヤ
ク
チ
ャ
モ
ナ
イ
↓
ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
と
変
化

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。石
川
・
富
山
で

は
ヤ
ク
チ
ャ
モ
ナ
イ
、ヤ
ク
チ
ャ
ム
ナ
イ
が「
む

ち
ゃ
だ
。途
方
も
な
い
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
地

域
も
あ
り
ま
す
。

連載
206

「のど渇いたんならこのお茶100万円で売ってあげ
るよ」
「そんなヤクチャムナイこと言わんと、飲ましてちょう
だい」

2015年5月号

ー 213 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
32

―
京
都
語
由
来
の
エ
ロ
ー
と
ワ
ナ

ル
―

　
歌
舞
伎
の
ま
ち
小
松
の
初
夏
を
彩
る
お
旅
ま

つ
り
も
終
わ
り
、今
年
も
は
や
６
月
を
迎
え
ま

し
た
。

　
今
回
も
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来

の
小
松
方
言
を
ご
紹
介
し
ま
す
。取
り
上
げ
る

の
は
、「
触
る
」の
意
味
の
エ
ロ
ー
と「
大
声
を
出

す
。ど
な
る
」の
意
味
の
ワ
ナ
ル
で
す
。

エ
ロ
ー
は
中
央
語「
弄い
ら

う
」が
語
源

　
小
松
で
は
主
に
エ
ロ
ー
の
形
で
用
い
ら
れ
ま

す
が
、そ
の
語
源
は
、中
世
末
期
か
ら
江
戸
初
期

の
京
都
語
・
上
方
語
文
献
に
用
例
が
見
え
る「
い

ら
う
」（
漢
字
は「
弄
」が
当
て
ら
れ
ま
す
）と
考

え
ら
れ
ま
す
。具
体
的
な
文
献
例
に
は
、「
其そ
の

う

へ
い
ら
ふ
て
見
ま
し
た
れ
ば
ま
だ
人
肌
で
御ご

座ざ

っ
た
」（
狂
言
・
仏
師
）、「
包
み
は
解
く
に
及
ぶ

ま
じ
、弄い
ら

う
て
見
て
も
五
十
両
」（
浄
瑠
璃
・
冥め
い
ど途

の
飛
脚
）、「
彼か
の

一
粒り
う

の
銀か
ね

を
い
ろ
ふ
て
見
る
事

幾
度
か
」（
浮
世
草
子
・
好
色
二
代
男
│
三
・
三
）

な
ど
が
あ
り
ま
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

イ
ラ
ウ
の
形
で
、石
川
県
南
部（
旧
江
沼
郡
）か

ら
福
井
県
、そ
し
て
関
西
地
方
か
ら
中
国
・
四

国
地
方
に
、イ
ロ
ウ
の
形
で
石
川
県
、富
山
県
西

部
と
愛
知
・
岐
阜
の
一
部
、関
西
周
辺
部
か
ら
中

国
・
四
国
地
方
、そ
し
て
長
崎
県
対
馬
な
ど
に
分

布
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
小
松
の
エ
ロ
ー
は
後
者
の
イ
ロ
ウ（
イ
ロ
ー
）

の
語
頭
の
イ
が
エ
に
変
化
し
た
形
で
す
。北
陸

地
方
で
は
あ
ま
り
使
わ
れ
な
く
な
っ
て
い
ま
す

が
、関
西
地
方
な
ど
で
は
今
も
比
較
的
よ
く
使

わ
れ
て
い
ま
す
。

ワ
ナ
ル
は
ワ
メ
ク
と
ド
ナ
ル
の
混
交
形
？

　「
大
声
を
出
す
。ど
な
る
」の
意
味
の
ワ
ナ
ル

は
、小
松
市
内
の
ほ
ぼ
全
域
で
使
わ
れ
て
い
ま

し
た
。「
ド
レ
ダ
ケ
　
ワ
ナ
ッ
テ
モ
　
デ
テ
コ
ン
」

（
ど
れ
だ
け
大
声
で
呼
ん
で
も
出
て
こ
な
い
）

の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。ワ
ナ
ル
の
小
松
市
以

外
の
分
布
に
つ
い
て
は
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』

に
よ
れ
ば
、関
西
地
方
を
中
心
に
、新
潟
県
佐

渡
、富
山
県
下
新
川
郡
、石
川
県
、山
梨
県
、さ
ら

に
西
の
鳥
取
県
東
部
な
ど
に
分
布
す
る
ら
し
い

こ
と
が
分
か
り
ま
す
。

　
は
っ
き
り
し
た
こ
と
は
分
か
り
ま
せ
ん
が
、

ワ
ナ
ル
は
元
々
使
わ
れ
て
い
た
ワ
メ
ク
と
ド
ナ

ル
の
混
交
形
と
し
て
生
ま
れ
た
可
能
性
が
あ

り
ま
す
。江
戸
時
代
中
期
の
上
方
語
文
献
で
あ

る
談
義
本
・
身
体
山
吹
色
│
三
に「
上か
ん
ば張

っ
た
声

で
、鉢
水
持
て
来
て
お
く
れ
と
高わ
な
り声

て
鉢
水
取

り
よ
せ
」の
よ
う
な
使
用
例
が
見
え
る
こ
と
か

ら
、関
西
地
方
で「
わ
な
る
」の
形
が
生
ま
れ
た

後
に
、北
陸
地
方
な
ど
、周
辺
部
に
広
が
っ
た
も

の
と
思
わ
れ
ま
す
。

連載
207

「お腹空いてもワナラんと待っとって、偉い子やぁ」

2015年6月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
33

―
京
都
語
由
来
の
エ
チ
ャ
ケ
ナ
―

　
５
月
恒
例
の
お
旅
ま
つ
り
に
加
え
、小
松
市

木
場
潟
公
園
を
会
場
に
し
た
第
66
回
全
国
植
樹

祭
も
成
功
裏
に
終
わ
り
、小
松
の
町
も
よ
う
や

く
落
ち
着
き
を
取
り
戻
し
た
頃
で
し
ょ
う
。

　
さ
て
、小
松
方
言
の
語
源
シ
リ
ー
ズ
も
33
回

目
。今
回
は
、「
か
わ
い
ら
し
い
」の
意
味
の
方

言
、エ
チ
ャ
ケ
ナ
を
取
り
上
げ
ま
す
。Ｎ
Ｈ
Ｋ
連

続
テ
レ
ビ
小
説「
ま
れ
」で
も
時
々
登
場
し
ま
す

が
、こ
れ
ま
で
同
様
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都

語
）に
由
来
す
る
方
言
で
す
。

エ
チ
ャ
ケ
ナ
は「
い
た
い
け
な
」に
由
来

　
年
輩
の
皆
さ
ん
の
中
に
は
、丸
々
と
太
っ
て

元
気
そ
う
な
子
ど
も
を
見
る
と
、ウ
マ
ソ
ナ
コ

ヤ
ネ
ー
と
い
う
褒ほ

め
言
葉
が
口
を
つ
い
て
出
る

方
も
い
る
で
し
ょ
う
。ウ
マ
ソ
ナ
の
語
源
に
つ
い

て
は
本
連
載
の
１
７
８
回
で
す
で
に
取
り
上
げ

ま
し
た
が
、石
川
・
富
山
以
外
の
人
に
は
、「
お
い

し
そ
う
な
子
」と
言
わ
れ
て
い
る
と
誤
解
さ
れ

が
ち
な
方
言
と
し
て
、し
ば
し
ば
話
題
に
な
り

ま
す
。

　
で
は
、か
わ
い
ら
し
い
子
ど
も
に
対
し
て
は
、

皆
さ
ん
は
何
と
言
う
で
し
ょ
う
。年
輩
の
皆
さ

ん
の
中
に
は
、エ
チ
ャ
ケ
ナ
コ
ヤ
ネ
ー
と
言
う
方

が
い
る
に
違
い
あ
り
ま
せ
ん
。小
松
で
は
エ
チ
ャ

ケ
ナ
が
一
般
的
で
す
が
、石
川
県
内
で
は
イ
チ
ャ

ケ
ナ
の
形
も
聞
か
れ
ま
す
。

　
エ
チ
ャ
ケ
ナ（
イ
チ
ャ
ケ
ナ
）の
語
源
は
か
つ

て
の
中
央
語（
京
都
語
）の「
い
た
い
け
な
」で

す
。『
日
本
国
語
大
辞
典 

第
二
版
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、中
世
の
１
５
０
０
年
代
の
文
献「
中

華
若
木
詩
抄
」（
１
５
２
０
頃
）、「
運
歩
色
葉
」

（
１
５
４
８
）、「
玉
塵
抄
」（
１
５
６
３
）な
ど
に

用
例
が
見
え
る「
幼
く
て
か
わ
い
ら
し
い
さ
ま
。

素
朴
な
さ
ま
。ま
た
、子
ど
も
な
ど
の
い
じ
ら
し

い
さ
ま
」の
意
味
を
表
す「
い
た
い
け
な
」に
由

来
す
る
と
考
え
れ
ば
よ
い
で
し
ょ
う
。京
都
か

ら
北
陸
に
伝で
ん
ぱ播
す
る
過
程
で
、「
い
た
い
け
な
」

が
イ
チ
ャ
イ
ケ
ナ
、そ
し
て
イ
チ
ャ
ケ
ナ
、さ
ら

に
エ
チ
ャ
ケ
ナ
と
発
音
が
変
化
し
た
も
の
と
思

わ
れ
ま
す
。

　
現
代
語
で
は
、「
い
た
い
け
な
」と
い
う
と
、

「
幼
く
て
、罪
が
な
い
。い
じ
ら
し
い
」と
い
っ
た

意
味
で
使
わ
れ
ま
す
が
、こ
れ
は
古
語「
い
た
い

け
な
」の
意
味
の
一
部
が
現
代
の
共
通
語
に
残
っ

た
も
の
で
す
。一
方
、小
松
方
言
の
エ
チ
ャ
ケ
ナ

は
、古
語「
い
た
い
け
な
」の
意
味
の
う
ち
、現
代

共
通
語
の「
い
た
い
け
な
」か
ら
は
消
え
て
し

ま
っ
た「（
幼
く
て
）か
わ
い
ら
し
い
」の
意
味
を

残
し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。『
日

本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）を
見
る
と
、「
幼
児

な
ど
の
愛
ら
し
い
さ
ま
」を
指
す
方
言「
い
ち
ゃ

け
」は
、富
山
・
石
川
両
県
と
石
川
の
す
ぐ
南
の

福
井
県
旧
坂
井
郡
に
分
布
す
る
こ
と
が
分
か
り

ま
す
。

連載
208

「あら～、エチャケナ子やねぇ」

2015年7月号

ー 215 ー

小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
34

―
京
都
語
由
来
の
ケ
ナ
ル
イ
と
ダ

チ
ャ
カ
ン
―

　
今
回
も
小
松
方
言
の
語
源
シ
リ
ー
ズ
と
し

て
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）に
由
来
す
る
、

ケ
ナ
ル
イ（「
羨
う
ら
や

ま
し
い
」の
意
味
）と
ダ
チ
ャ
カ

ン（「
駄
目
だ
」の
意
味
）を
取
り
上
げ
ま
す
。

ケ
ナ
ル
イ
の
語
源
は
古
語「
異け

な
り
」

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）な
ど
に
よ
れ

ば
、「
羨
ま
し
い
」の
意
味
の
ケ
ナ
ル
イ
は
、小
松

を
含
む
北
陸
三
県
の
ほ
か
、東
北
地
方
の
秋
田
・

宮
城
、関
東
地
方
、中
部
地
方
、近
畿
地
方
、中
国

地
方（
鳥
取
・
岡
山
・
広
島
）、四
国
地
方（
徳
島
・

香
川
・
愛
媛
）と
い
っ
た
広
い
範
囲
に
分
布
が
見

ら
れ
ま
す
。同
様
の
地
域
で
は
ケ
ナ
リ
ー
の
形

が
聞
か
れ
る
こ
と
も
多
く
、さ
ら
に
ケ
ナ
リ
が
、

こ
れ
ら
の
地
域
の
周
辺
部
に
あ
た
る
東
北
北
部

や
、新
潟
の
一
部
、三
重
・
和
歌
山
・
香
川
な
ど
に

分
布
す
る
よ
う
で
す
。

　
こ
れ
ら
は
、古
語
の
形
容
動
詞「
異
な
り
」に

由
来
し
ま
す
。「
異
な
り
」と
は
、本
来
は「
普
通

と
変
わ
っ
て
い
る
様
子
。特
別
に
す
ぐ
れ
て
い

る
様
子
」を
表
し
て
い
た
の
で
す
が
、「
普
通
と

違
っ
て
い
る
こ
と
。特
に
す
ぐ
れ
て
い
る
こ
と
」

に
対
し
て
羨
ま
し
い
と
思
う
気
持
ち
か
ら「
羨

ま
し
い
」の
意
味
が
生
ま
れ
た
後
に
、発
音
も
ケ

ナ
リ
か
ら
ケ
ナ
リ
ー
、さ
ら
に
ケ
ナ
ル
イ
に
変

化
し
、京
都
か
ら
周
辺
地
域
に
広
が
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
ま
す
。文
献
で
は
、ケ
ナ
リ
ー
が
室

町
末
期
の
狂
言
・
鉢
は
ち
た
た
き叩
に「
い
つ
か
た
も
に
ぎ
や

か
な
る
が
け
な
り
う
て
、は
や
し
を
か
た
ら
ふ

て
、い
ひ
合
て
出
て
候
に
」の
よ
う
に
、ケ
ナ
ル

イ
が
同
じ
く
室
町
時
代
の
謡
曲
・
輪り
ん
ぞ
う蔵
に「
そ
の

こ
と
、め
で
た
い
折
か
ら
な
れ
ば
い
づ
れ
も
賑

や
か
な
る
が
け
な
る
う
て
、囃は
や
し子

を
語
ら
う
て

言
い
合
は
せ
て
出
て
候
」の
よ
う
な
形
で
登
場

し
て
い
ま
す
。

ダ
チ
ャ
カ
ン
は「
埒ら
ち

あ
か
ん
」か
ら

　
小
松
市
内
で
は
ダ
チ
ャ
カ
ン
の
ほ
か
、ラ
チ
ャ

カ
ン
、ラ
ッ
チ
ャ
ン
、ダ
ッ
チ
ャ
カ
ン
、ダ
チ
カ
ン

な
ど
の
形
も
聞
か
れ
ま
す
。こ
ち
ら
は
、そ
の
形

か
ら
想
像
で
き
る
方
も
少
な
く
な
い
と
思
わ
れ

ま
す
が
、か
つ
て
の
京
都
語
で
、「
駄
目
だ
。い
け

な
い
。役
に
立
た
な
い
」の
意
味
で
使
わ
れ
た「
埒

（
が
）あ
か
ん
」（「
物
事
が
は
か
ど
る
。き
ま
り

が
つ
く
」の
意
味
の「
埒
が
あ
く
」の
否
定
形
）に

由
来
し
ま
す
。こ
ち
ら
も
北
陸
三
県
を
は
じ
め
、

北
は
東
北
か
ら
南
は
九
州
ま
で
の
広
い
範
囲
に

様
々
な
音
声
変
化
形
が
分
布
し
て
い
ま
す
。京

都
方
面
か
ら「
ら
ち
あ
か
ん
」の
形
で
小
松
に

伝で
ん
ぱ播

し
た
後
に
、語
頭
の「
ら
」が
音
声
学
的
に

「
だ
」に
近
い
音
で
あ
る
た
め
に
、ラ
チ
ア
カ
ン

↓
ラ
チ
ャ
カ
ン
↓
ダ
チ
ャ
カ
ン
↓
ダ
チ
カ
ン
の

よ
う
に
変
化
し
た
も
の
で
す
。

連載
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「
ス
ッ
ベ
ス
ベ
な
お
肌
、ケ
ナ
ル
イ
わ
ぁ
〜
」

2015年8月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
35

―
京
都
語
由
来
の
ア
ゴ
タ
と
キ
ビ

ス
―

　
今
年
の
夏
は
厳
し
い
暑
さ
が
続
き
ま
し
た

が
、９
月
に
な
り
、よ
う
や
く
秋
ら
し
く
な
っ
て

き
ま
し
た
。

　
今
回
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来

の
小
松
方
言
の
中
か
ら
、身
体
部
位
の「
顎あ
ご

」の

方
言
ア
ゴ
タ
と「
踵
か
か
と」の
方
言
キ
ビ
ス
を
取
り
上

げ
ま
す
。

　
身
体
部
位
を
表
す
言
葉
に
も
以
前
は
多
彩
な

方
言
が
聞
か
れ
ま
し
た
が
、共
通
語
の
急
速
な

普
及
で
そ
の
多
く
が
忘
れ
ら
れ
よ
う
と
し
て
い

ま
す
。

「
顎
」の
方
言
ア
ゴ
タ
は
古
語「
あ
ぎ
」に
由
来

　
現
在
の
共
通
語
ア
ゴ
、そ
し
て
小
松
方
言
の

ア
ゴ
タ
は
と
も
に
古
語「
あ
ぎ
」に
由
来
し
ま

す
。平
安
時
代（
10
世
紀
）の
古
辞
書
に「
腭あ
ご

」の

意
味
の「
阿あ

ぎ岐
」の
例
が
す
で
に
見
え
ま
す
。こ

の「
あ
ぎ
」が
中
央
語（
京
都
語
）で
、そ
の
後
の

11
世
紀
頃
に
は「
あ
ぎ
と
」と
変
化
し
た
例
が

文
献
に
見
え
ま
す
。そ
し
て
、そ
の「
あ
ぎ
と
」が

さ
ら
に「
あ
ご
た
」に
変
化
し
て（
江
戸
時
代
の

１
６
９
３
年
刊『
男
重
宝
記
』に「
あ
ご
た
は
、腭

也
」と
の
記
述
が
見
え
ま
す
）、そ
れ
が
北
陸
に

も
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
顎
」の
方
言
と
し
て
ア
ゴ
タ
が
分
布
す
る
地

域
は
、国
立
国
語
研
究
所
編『
日
本
言
語
地
図
　

第
３
集
』１
０
８
、１
０
９
図
に
よ
れ
ば
、北
陸

で
は
小
松
市
を
含
む
石
川
県
加
賀
地
方
の
一
部

と
福
井
県
嶺
北
地
方
の
一
部
の
ほ
か
、近
畿
地

方
と
中
国
地
方
の
鳥
取
・
島
根
両
県
の
一
部
、そ

し
て
九
州
の
福
岡
県
南
部
な
ど
で
す
。ち
な
み

に
、共
通
語
の
ア
ゴ
は
、ア
ゴ
タ
よ
り
も
早
く
文

献
に
登
場
し
て
お
り
、そ
の
分
布
が
関
東
地
方

に
ま
で
達
し
て
い
た
た
め
に
共
通
語
と
な
っ
た

も
の
で
す
。

「
踵
」の
方
言
キ
ビ
ス
は
古
語「
く
び
す
」に
由

来　「
踵
」を
意
味
す
る
言
葉
は
、古
く
は「
く
ひ
ひ

す
」で
、そ
れ
が
変
化
し
て
奈
良
時
代
に
は「
く

ひ
す
」、さ
ら
に
平
安
時
代
に
は「
く
び
す
」と
な

り
、室
町
時
代
末
期
の
狂
言
台
本
な
ど
に
は「
き

び
す
」の
形
が
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。小

松
方
言
の
キ
ビ
ス
も
こ
の
中
央
語「
き
び
す
」が

伝で
ん
ぱ播

し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
、方
言
キ
ビ
ス
の

分
布
を
前
出
の『
日
本
言
語
地
図
　
第
３
集
』

１
２
９
図
で
見
る
と
、近
畿
地
方
を
中
心
に
東

は
北
陸
地
方
、西
は
中
国
地
方
ほ
ぼ
全
域
に
分

布
し
て
お
り
、「
踵
」の
方
言
と
し
て
は
新
し
い

分
布
で
あ
る
こ
と
が
分
か
り
ま
す
。東
北
地
方

に
広
く
分
布
す
る
ア
ク
ト
、九
州
か
ら
沖
縄
に

か
け
て
分
布
す
る
ア
ド
の
類
が
最
も
古
い
形

で
、近
畿
地
方
の
一
部
か
ら
中
国
・
四
国
地
方
の

一
部
に
分
布
す
る
カ
ガ
ト
、関
東
地
方
に
分
布

し
共
通
語
に
も
な
っ
た
カ
カ
ト
も
キ
ビ
ス
よ
り

は
古
い
形
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

連載
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「アゴタにご飯粒ついとるぞ～」
「え～？どこ、どこ？」

2015年9月号
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
36

―
京
都
語
由
来
の
オ
ド
リ
と
ホ
ー

ベ
タ
―

　
今
回
も
前
回
に
続
い
て
、か
つ
て
の
中
央
語

（
京
都
語
）由
来
の
小
松
方
言
の
中
か
ら
、身
体

部
位
の
方
言
と
し
て「
ひ
よ
め
き
」の
オ
ド
リ
と

「
頬ほ
お

」の
ホ
ー
ベ
タ
を
紹
介
し
た
い
と
思
い
ま

す
。身
体
部
位
を
指
す
言
葉
は
急
速
に
共
通
語

化
が
進
ん
で
い
ま
す
が
、読
者
の
皆
さ
ん
は
、こ

れ
ら
の
方
言
が
何
を
指
す
か
分
か
っ
た
で
し
ょ

う
か
。

「
ひ
よ
め
き
」を
指
す
方
言
オ
ド
リ
は
中
世
末

期
京
都
語

　
現
代
共
通
語
で
は
、「
ひ
よ
め
き
」と
い
う
言

葉
自
体
あ
ま
り
使
わ
れ
る
こ
と
が
な
く
、知
ら

な
い
人
も
多
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、「
乳
児

の
時
期
に
前
頭
部
に
あ
る
骨
の
隙す
き
ま間

の
部
分
」

を
指
す
言
い
方
で
す
。小
松
の
方
言
で
は
、そ
の

「
ひ
よ
め
き
」の
部
分
を
オ
ド
リ
と
言
い
ま
す
。

オ
ド
リ
と
は「
踊
り
」で
、骨
の
隙
間
が
踊
る
よ

う
に
ピ
ク
ピ
ク
動
く
と
こ
ろ
か
ら
の
名
付
け

と
思
わ
れ
ま
す
が
、決
し
て
小
松
で
生
ま
れ
た

方
言
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。な
ぜ
な
ら
、中
世
末

期
に
キ
リ
ス
ト
教
を
広
め
に
日
本
に
や
っ
て

き
た
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
宣
教
師
が
、当
時
の
京
都

語
を
記
録
し
た
辞
書
と
し
て
知
ら
れ
る『
日に
っ
ぽ葡

辞
書
』（
１
６
０
３
年
）に「
ひ
よ
め
き
」を
指
す

「Vodori（
ヲ
ド
リ
）」が
す
で
に
載
っ
て
い
る
か

ら
で
す
。つ
ま
り
、少
な
く
と
も
中
世
末
期
に
は

京
都
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
オ
ド
リ

（
歴
史
的
仮
名
遣
い
で
は
ヲ
ド
リ
）が
、北
陸（
小

松
）に
も
伝
わ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　「
ひ
よ
め
き
」を
指
す
方
言
オ
ド
リ
は『
日
本

方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、岐
阜
県
、

奈
良
県
、和
歌
山
県
、島
根
県
、山
口
県
、高
知

県
、大
分
県
に
も
分
布
す
る
よ
う
で
す
。そ
こ
に

は
北
陸
地
方
の
県
名
は
挙
が
っ
て
い
ま
せ
ん
が
、

小
松
に
加
え
て
福
井
県
嶺
北
地
方（
例
え
ば
筆

者
の
郷
里
の
越
前
市
）で
も
使
わ
れ
て
い
た
こ

と
が
筆
者
の
調
査
で
も
確
認
で
き
て
い
ま
す
。

「
頬
」の
方
言
ホ
ー
ベ
タ
は
近
世
初
期
京
阪
語

「
頬ほ
お
げ
た桁
」

　
国
立
国
語
研
究
所
編『
日
本
言
語
地
図 

第
３

集
』の「
ほ
ほ（
頬
）」の
方
言
地
図（
１
０
７
図
）

に
よ
れ
ば
、小
松
と
同
じ
よ
う
に「
頬
」を
ホ
ー

ベ
タ（
ホ
ベ
タ
も
含
む
）と
言
う
の
は
、近
畿
地

方
と
北
陸
三
県
と
岐
阜
県
飛
騨
地
方
に
分
布

し
、離
れ
て
山
口
県
、福
岡
県
に
も
分
布
が
見
え

ま
す
。そ
の
分
布
状
況
か
ら
、「
頬
」の
方
言
と
し

て
は
歴
史
的
に
最
も
新
し
い
も
の
と
考
え
ら
れ

ま
す
。文
献
で
は
、近
世
初
期
の
京
阪
語
文
献
で

あ
る
仮
名
草
子「
仁に

せ勢
物
語
」（
１
６
４
０
年
頃
）

な
ど
に
登
場
す
る「
ほ
お
げ
た
」（「
仁
勢
物
語
」

で
は「
ほ
う
げ
た
」の
表
記
）が
語
源
と
考
え
ら

れ
、そ
れ
が
北
陸
地
方
に
伝で
ん
ぱ播

す
る
途
中
、あ
る

い
は
伝
播
し
て
後
に
ホ
ー
ベ
タ
に
変
化
し
た
も

の
と
考
え
て
い
ま
す
。

連載
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「ぽっちゃりホーベタの赤ちゃん、まんでかわらしわ
～」
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
37

―
京
都
語
由
来
の
ハ
ギ
シ
と
コ
ブ

ラ
―

　
今
回
も
前
回
、前
々
回
に
続
い
て
、か
つ
て
の

中
央
語（
京
都
語
）由
来
の
小
松
方
言
の
中
か

ら
、身
体
部
位
の
方
言
を
ご
紹
介
し
ま
す
。今

回
取
り
上
げ
る
の
は
、「
歯
茎
」を
指
す
ハ
ギ
シ
と

「
ふ
く
ら
は
ぎ
」を
指
す
コ
ブ
ラ
で
す
。

「
歯
茎
」の
方
言
ハ
ギ
シ
は
古
語「
歯は
じ
し肉
」に
由

来　
こ
れ
ま
で
に
も
取
り
上
げ
て
き
た
身
体
部
位

を
指
す
方
言
同
様
、共
通
語
の
普
及
で
使
う
人

は
少
な
く
な
っ
て
い
る
と
思
い
ま
す
が
、小
松

で
は「
歯
茎
」を
指
す
ハ
ギ
シ
と
い
う
方
言
形
が

使
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　
ハ
ギ
シ
は
、平
安
時
代
中
期
の
漢
字
辞
書『
新し
ん

撰せ
ん
じ
き
ょ
う

字
鏡
』に「
歯
茎
」の
意
味
で
載
っ
て
い
る「
歯

肉（
ハ
ジ
シ
）」の
音
変
化
形
と
考
え
て
間
違
い

な
い
で
し
ょ
う
。ジ
と
ギ
は
音
声
的
に
近
い
音

で
す
か
ら
、「
ジ
」か
ら「
ギ
」へ
の
音
の
交
替
が

起
こ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
。筆
者
の
出
身

地
で
あ
る
越
前
市（
旧
武
生
市
）を
含
む
福
井
県

の
嶺
北
地
方
で
は
、広
い
範
囲
で
古
語
ハ
ジ
シ

の
形
の
ま
ま
方
言
と
し
て
使
わ
れ
て
お
り
、筆

者
も
虫
歯
で
歯
茎
が
腫は

れ
た
と
き
に
、ハ
ジ
シ
　

ハ
レ
テ
　
イ
テ
ー
ン
ニ
ャ（
歯
茎
が
腫
れ
て
痛
い

ん
だ
）の
よ
う
に
言
っ
て
い
ま
し
た
。

　「
歯
茎
」の
意
味
の
古
語「
は
じ
し
」の「
し
し
」

は
、奈
良
時
代
の『
万
葉
集
』や
平
安
初
期
の
史

書『
続し
ょ
く
に
ほ
ん
ぎ

日
本
紀
』（
７
９
７
年
）な
ど
に
既
に
用

例
が
見
え
る「
肉
」（
主
と
し
て
食
用
と
な
る
獣

肉
を
指
し
た
）の
意
味
の
古
語
で
す
。一
方
、「
歯

茎
」の
意
味
の「
は
じ
し
」は
、『
新
撰
字
鏡
』の
ほ

か
、平
安
時
代
中
期（
９
３
０
年
代
）の
辞
書『
和わ

名み
ょ
う
る
い
じ
ゅ
し
ょ
う

類
聚
抄
』に「
齗
、波は

じ

し
之
々
、歯
の
肉
也
」、平

安
時
代
末
期
の
説
話
集『
今
こ
ん
じ
ゃ
く昔

物
語
』に
も「
咲わ
ら

へ
ば
歯
が
ち
な
る
者
の
、は
じ
し
は
赤
く
な
む

見
え
け
る
」と
い
っ
た
用
例
が
見
え
ま
す
。

「
ふ
く
ら
は
ぎ
」の
方
言
コ
ブ
ラ
は「
腓こ
む
ら」か
ら

　
小
松
で
は「
ふ
く
ら
は
ぎ
」の
こ
と
を
コ
ブ
ラ

と
言
い
ま
す
。「
ふ
く
ら
は
ぎ
」と
は
足
の
す
ね

の
後
ろ
の
ふ
く
ら
ん
だ
部
分
を
指
し
ま
す
。筆

者
の
手
元
に
あ
る
現
代
語
の
辞
書
の
一
つ『
新

明
解
国
語
辞
典 

第
七
版
』（
三
省
堂
）に
は「
こ

む
ら
」と
い
う
項
目
が
あ
り
、「『
ふ
く
ら
は
ぎ
』

の
意
の
老
人
語
」と
あ
り
ま
す
の
で
、共
通
語
で

も
消
え
て
い
る
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、「
こ

む
ら
」は
平
安
時
代
の『
和
名
類
聚
抄
』に「
腓
、

古こ

む

ら

無
良
、脚
腓
也
」の
例
が
見
え
る
よ
う
な
古

語
で
す
。か
つ
て
の
中
央
語
で
も「
こ
む
ら
」の

「
む
」が
音
声
的
に
近
い「
ぶ
」に
変
化
し
た「
こ

ぶ
ら
」の
例
も
見
え
ま
す
か
ら
、「
こ
む
ら
」が
北

陸
地
方
に
伝で
ん
ぱ播
す
る
途
中
で「
こ
ぶ
ら
」に
変
化

し
た
の
か
、中
央
で「
こ
ぶ
ら
」に
変
化
し
た
後

に
北
陸
に
伝
わ
っ
た
の
か
は
定
か
で
は
あ
り
ま

せ
ん
。
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
38

―
京
都
語
由
来
の
イ
キ
リ
と
イ
ト

シ
ゲ
ニ
―

　
今
回
は
、前
回
ま
で
の
身
体
部
位
の
方
言
か

ら
話
題
を
変
え
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）

由
来
の
小
松
方
言
の
中
か
ら「
湯
気
」の
意
味
の

イ
キ
リ
と
、感
謝
の
こ
と
ば「
あ
り
が
と
う
」に

あ
た
る
イ
ト
シ
ゲ
ニ
を
取
り
上
げ
ま
す
。

「
湯
気
」の
方
言
イ
キ
リ
は
中
央
語「
い
き
り
」

に
由
来

　
最
近
で
は
、あ
ま
り
聞
か
れ
な
く
な
っ
て
い

る
と
思
い
ま
す
が
、小
松
市
内
の
広
い
範
囲
で

「
湯
気
」の
こ
と
を
イ
キ
リ
と
言
っ
て
い
ま
し

た
。こ
の
イ
キ
リ
も
、小
松
で
生
ま
れ
た
方
言
で

は
な
く
、か
つ
て
の
中
央
語
地
域
で
あ
る
京
都

で
使
わ
れ
た
こ
と
ば
が
伝で
ん
ぱ播
し
た
も
の
と
考
え

ら
れ
ま
す
。「
湯
気
」の
意
味
の「
い
き
り
」は
、江

戸
時
代
前
期
の
俳
諧「
玉ぎ
ょ
っ
か
い
し
ゅ
う

海
集
」（
安
原
貞
室
編 

１
６
５
６
年
刊
）に「
い
ま
だ
と
を
く
は
の
び

じ
落
人 

道
筋
に
い
き
り
こ
そ
た
て
馬
の
ふ
ん
」

（
傍
点
筆
者
）の
よ
う
に
登
場
し
て
い
ま
す
。

　
ま
た
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
は

「
湯
気
」を
指
す
方
言
イ
キ
リ
が
使
わ
れ
る
地

域
と
し
て
、小
松
を
含
む
石
川
県
の
ほ
か
、富
山

県
砺
波
、静
岡
県
志
太
郡
、鳥
取
県
西
伯
郡
、岡

山
市
が
載
り
、イ
キ
リ
が
京
都
を
中
心
に
、東
は

石
川
・
富
山
西
部
や
静
岡
、そ
し
て
西
の
鳥
取
や

岡
山
に
と
伝
播
し
た
こ
と
を
思
わ
せ
ま
す
。

イ
ト
シ
ゲ
ニ
は
キ
ノ
ド
ク
ナ
と
同
じ
発
想

　
小
松
の
方
言
で
聞
か
れ
る
感
謝
の
こ
と
ば

に
は
、北
陸
三
県
に
共
通
の
キ
ノ
ド
ク
ナ
や
金

沢
を
中
心
に
加
賀
地
方
で
広
く
聞
か
れ
る
ア
ン

ヤ
ト
の
ほ
か
、イ
ト
シ
ゲ
ニ（
イ
ト
シ
ギ
ニ
も
）、

シ
ョ
ッ
シ
ャ
ナ
ー（
シ
ョ
ー
シ
ヤ
ノ
ー
も
）な
ど
が

あ
り
ま
す
。

　
こ
の
う
ち
、イ
ト
シ
ゲ
ニ
は
、「
か
わ
い
そ
う

な
」の
意
味
の
京
都
語
・
上
方
語「
愛い
と

し
げ
」に
由

来
し
、本
来
、自
分
の
た
め
に
気
遣
い
を
し
て
く

れ
た
相
手
を
か
わ
い
そ
う
に
思
う
気
持
ち
が
感

謝
の
こ
と
ば
と
な
っ
た
も
の
で
、北
陸
地
方
で

広
く
用
い
ら
れ
る
感
謝
の
こ
と
ば
キ
ノ
ド
ク
ナ

（
自
分
に
気
遣
い
を
し
て
く
れ
た
相
手
が「
気

の
毒
だ
」）と
同
じ
発
想
に
よ
る
も
の
と
言
え

ま
す
。福
井
県
の
大
野
市
・
勝
山
市
で
聞
か
れ
る

感
謝
の
こ
と
ば
、ヤ
ナ
コ
ッ
チ
ャ（
相
手
に
と
っ
て

「
嫌
な
こ
と
だ
」）も
同
様
で
す
。

　『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ
れ
ば
、

「
か
わ
い
そ
う
な
さ
ま
。気
の
毒
な
さ
ま
」の
意

味
の「
い
と
し
げ
」の
使
用
地
域
と
し
て
、富
山

県
東
礪
波
郡
、石
川
県
石
川
郡
、同
江
沼
郡
、岐

阜
県
飛
騨
、島
根
県
隠
岐
島
、香
川
県
丸
亀
市
、

同
小
豆
島
が
載
り
、文
献
例
と
し
て
、浮
世
草
子

「
御ご
ぜ
ん
ぎ
け
い
き

前
義
経
記
」（
１
７
０
０
年
刊
）の「
い
と
し

げ
さ
う
に
、『
伊
勢
様
に
な
ん
の
と
が
が
有
る
事

ぞ
』」（
傍
点
筆
者
）と
い
う
、江
戸
時
代
前
期
の

上
方
語
の
例
が
見
ら
れ
ま
す
。
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
39

―
京
都
語
由
来
の
ボ
コ
イ
と
ワ
ヤ

ク
―

　
明
け
ま
し
て
お
め
で
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。今

年
も
引
き
続
き
本
連
載
を
ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

　
今
年
も
今
し
ば
ら
く
、か
つ
て
の
中
央
語（
京

都
語
）由
来
の
小
松
方
言
を
ご
紹
介
し
た
い
と

思
い
ま
す
。今
回
は
、「
ま
ぬ
け
な
」の
意
味
の
ボ

コ
イ
と「
冗
談
」の
意
味
の
ワ
ヤ
ク
を
取
り
上
げ

ま
す
。

ボ
コ
イ
の
語
源
は
中
央
語
の「
お
ぼ
こ
、お
ぼ

こ
い
」

　
小
松
で「
ま
ぬ
け
な
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
ボ

コ
イ
は
、か
つ
て
の
京
都
語
で「
世
間
知
ら
ず
の

う
ぶ
な
子
、ま
た
は
そ
の
よ
う
な
さ
ま
」を
表
し

た「
お
ぼ
こ
」が
形
容
詞
化
し
た「
お
ぼ
こ
い
」の

語
頭
の「
お
」を
落
し
た
形
と
考
え
て
い
ま
す
。

こ
の
意
味
で
の「
お
ぼ
こ
」は
、室
町
時
代
の
辞

書『
運う
ん
ぽ
い
ろ
は
し
ゅ
う

歩
色
葉
集
』（
１
５
４
８
年
）に「
小
児 

ヲ

ボ
コ
　
若
子
　
同
」、江
戸
時
代
前
期
の
俳は

い
か
い諧

集

『
西さ
い
か
く
お
お
や
か
ず

鶴
大
矢
数
』（
１
６
８
１
年
）に「
お
ぼ
こ
さ

う
な
其
君
様
は
時ほ
と
と
ぎ
す鳥

」と
い
っ
た
使
用
例
が
確

認
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に
よ

れ
ば
、「
世
慣
れ
な
い
で
子
供
っ
ぽ
い
。無
邪
気

だ
。幼
稚
だ
」の
意
味
の
方
言
オ
ボ
コ
イ
が
愛
知

県
や
近
畿
地
方
か
ら
四
国
地
方
に
見
え
、同
様

の
意
味
で
の
ボ
コ
イ
が
石
川
県
金
沢
市
や
岐
阜

県
、滋
賀
県
、大
阪
市
に
見
え
ま
す
。一
方
、小
松

と
同
じ
よ
う
な「
ま
ぬ
け
だ
。鈍
い
」の
意
味
の

ボ
コ
イ
は
、石
川
県
、福
井
県
、滋
賀
県
、香
川
県

な
ど
に
見
え
、「
お
ぼ
こ
」か
ら
生
じ
た「
世
慣
れ

な
い
で
子
供
っ
ぽ
い
。幼
稚
だ
」と
い
っ
た
意
味

の
オ
ボ
コ
イ
が
、近
畿
地
方（
京
都
）か
ら
北
陸

な
ど
に
分
布
を
広
げ
る
過
程
で
、ボ
コ
イ
に
形

を
変
え
る
と
と
も
に
、「
ま
ぬ
け
な
」の
意
味
を

生
じ
た
と
考
え
て
い
ま
す
。

ワ
ヤ
ク
は
古
語「
枉お
う
わ
く惑
」が
変
化

　「
冗
談
」の
意
味
の
小
松
方
言
ワ
ヤ
ク
は
、「
道

に
外
れ
た
事
を
し
て
人
を
惑
わ
す
こ
と
」の
意

味
で
平
安
時
代
の『
往
お
う
じ
ょ
う
よ
う
し
ゅ
う

生
要
集
』（
９
８
４
〜

９
８
５
年
）や『
今
昔
物
語
』（
１
１
２
０
年
頃
）

な
ど
に
用
例
が
見
え
、「
ず
う
ず
う
し
く
、ず
る

い
こ
と
」の
意
味
で『
日に
っ
ぽ葡

辞
書
』（
１
６
０
３
〜

１
６
０
４
年
）に
用
例
が
見
え
る「
枉
惑
」に
由

来
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。「
冗
談
」と
い

う
意
味
と
の
関
連
を
考
え
る
と
、文
献
で
早
く

見
ら
れ
る「
道
に
外
れ
た
事
を
し
て
人
を
惑
わ

す
こ
と
」の「
人
を
惑
わ
す
」の
意
味
が「
冗
談
」

の
意
味
に
変
化
し
た
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ

ま
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』に
よ
れ
ば
、「
枉
惑
」

か
ら
変
化
し
た
方
言
ワ
ヤ
ク
は
、実
に
多
彩
な

意
味
に
変
化
し
な
が
ら
全
国
に
分
布
し
て
い
ま

す
。小
松
と
同
じ「
冗
談
」の
意
味
の
ワ
ヤ
ク
は
、

石
川
の
ほ
か
、近
畿
地
方
、中
国
地
方
、九
州
地

方
に
も
分
布
し
ま
す
。
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
40

―
京
都
語
由
来
の
ヒ
ラ
ガ
リ
と
ム

サ
イ
―

　
今
回
も
引
き
続
き
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都

語
）由
来
の
小
松
方
言
の
中
か
ら
二
つ
の
方
言

を
ご
紹
介
し
ま
す
。一
つ
は「
昼
食
の
た
め
に
帰

宅
す
る
こ
と
」や「
昼
食
時
」、あ
る
い
は「
昼
食
」

の
意
味
で
使
わ
れ
る
ヒ
ラ
ガ
リ
、も
う
一
つ
は

「
心
配
な
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
ム
サ
イ
で
す
。

い
ず
れ
も
小
松
市
内
の
ほ
ぼ
全
域
で
使
わ
れ
た

方
言
で
す
。

ヒ
ラ
ガ
リ
は「
ひ
る
あ
が
り（
昼
上
が
り
）」が

変
化

　
若
い
世
代
で
は
、ヒ
ラ
ガ
リ
と
い
う
発
音
を

聞
い
て
も
意
味
が
想
像
で
き
な
い
人
も
多
い

で
し
ょ
う
が
、本
来
ヒ
ル
ア
ガ
リ（
昼
上
が
り
）

だ
っ
た
も
の
が
、ヒ
ル
ア
〜
の
ル
の
母
音[u]

が

脱
落
し
て
ヒ
ラ
ガ
リ
と
な
っ
た
も
の
で
す
。

　「
ひ
る
あ
が
り
」と
は「
寺
子
屋
の
授
業
が
午

前
中
で
終
わ
る
こ
と
。ま
た
、正
午
に
授
業
が

終
わ
っ
て
家
に
帰
る
こ
と
」の
意
味
で
、近
世
前

期
上
方
語
文
献
で
あ
る
雑ざ
っ
は
い俳

や
浄じ
ょ
う
る
り

瑠
璃「
平ひ
ら
が仮

名な
せ
い
す
い
き

盛
衰
記
」（
１
７
３
９
年
）な
ど
に
例
が
見
え

ま
す
。こ
う
し
た
近
世
前
期
の
上
方
語
が
北
陸

に
伝
わ
る
過
程
で
、発
音
が
ヒ
ラ
ガ
リ
に
変
化

す
る
と
と
も
に
、本
来
の
意
味
に
近
い「
昼
食
の

た
め
に
帰
宅
す
る
こ
と
」の
ほ
か
、「
昼
食
時
」や

「
昼
食
」の
意
味
で
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　
小
松
と
似
た
意
味
で
ヒ
ラ
ガ
リ
が
使
わ
れ
る

地
域
は
、東
北
の
岩
手
県
・
山
形
県
の
一
部
の
ほ

か
、北
陸
の
富
山
県
西
部
、石
川
県
の
旧
石
川

郡
・
能
美
郡
・
江
沼
郡
、そ
し
て
福
井
県
嶺
北
地

方
な
ど
が
あ
り
ま
す
。筆
者
も
郷
里
の
福
井
県

越
前
市
に
い
た
頃
、午
前
中
の
農
作
業
を
終
え

た
母
親
が
、「
ソ
ロ
ソ
ロ
　
サ
イ
レ
ン
ナ
ル
サ
ケ
　

ヒ
ラ
ガ
リ
シ
ョ
ー
ケ
ノ（
そ
ろ
そ
ろ
昼
を
知
ら

せ
る
サ
イ
レ
ン
が
鳴
る
か
ら
、家
に
帰
っ
て
お

昼
ご
飯
に
し
よ
う
か
）」の
よ
う
に
言
う
の
を
よ

く
聞
い
た
も
の
で
す
。

ム
サ
イ
の
語
源
は
中
世
京
都
語「
む
さ
い
」

　
小
松
で「
心
配
な
」の
意
味
で
使
わ
れ
る
ム

サ
イ
は
、中
世
後
期
の
京
都
語
文
献
に
見
ら

れ
る「
む
さ
い
」に
由
来
す
る
と
考
え
ら
れ
ま

す
。文
献
例
は
、①「
意
地
や
欲
が
強
く
て
、心

が
汚
い
。卑
し
い
。下
品
だ
」の
意
味
で「
史し

き記

抄し
ょ
う」（
１
４
７
７
年
）や
浮
世
草
子
・
好
色
一
代
男

（
１
６
８
２
年
）な
ど
、②「
汚
ら
し
い
。汚
く
て
気

味
が
悪
い
。不
潔
で
あ
る
」の
意
味
で「
御お
ゆ
ど
の
う
え
の

湯
殿
上

日に
っ
き記
」（
１
４
８
２
年
）や「
虎
と
ら
あ
き
ら
ぼ
ん

明
本
狂
言
・
粟あ
わ
た
ぐ
ち

田
口
」

（
室
町
末
〜
近
世
初
期
）な
ど
が
あ
り
ま
す
が
、

北
陸
地
方
に
伝
播ぱ

す
る
う
ち
に
意
味
を
ず
ら
し

て「
心
配
な
」の
意
味
で
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ

た
も
の
で
し
ょ
う
。ま
た
、同
じ
加
賀
地
方
で
も
、

金
沢
市
付
近
で「
嫌
な
」「
困
っ
た
」、旧
石
川
郡
・
能

美
郡
で「
気
の
毒
だ
」、旧
江
沼
郡
で「
め
ん
ど
う

だ
」の
意
味
の
ム
サ
イ
も
使
わ
れ
た
よ
う
で
す
。
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小
松
方
言
の
語
源
　
そ
の
41

―
京
都
語
由
来
の
ア
ワ
シ
ャ
と
イ

ク
ス
―

　
今
回
は
、か
つ
て
の
中
央
語（
京
都
語
）由
来

の
方
言
と
し
て
、「
間
あ
い
だ

」の
意
味
の
ア
ワ
シ
ャ
と
、

「
く
れ
る（
よ
こ
す
）」の
意
味
の
イ
ク
ス
を
紹

介
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

　
２
０
１
２
年
11
月
号（
連
載
１
７
６
回
目
）か

ら
続
け
て
来
た
京
都
語
由
来
の
小
松
方
言
の
紹

介
も
、３
年
以
上
経
っ
て
40
回
を
超
え
、代
表
的

な
も
の
は
ほ
ぼ
取
り
上
げ
た
よ
う
に
思
い
ま
す

の
で
、今
号
で
終
わ
り
に
し
て
、次
号（
新
年
度
）

か
ら
は
別
の
テ
ー
マ
で
と
思
っ
て
い
ま
す
。

ア
ワ
シ
ャ
は
古
語「
あ
わ
い
」か
ら
の
変
化
か

　
小
松
で
は
、物
と
物
の「
あ
い
だ（
間
）」「
隙す
き

間ま

」を
指
し
て
ア
ワ
シ
ャ
と
言
う
こ
と
が
あ
り

ま
す
。「
ツ
ク
エ
ト
　
ツ
ク
エ
ノ
　
ア
ワ
シ
ャ（
机

と
机
の
間
）」の
よ
う
に
使
わ
れ
ま
す
。ア
ワ

シ
ャ
は
、「（
時
間
的
、空
間
的
な
）も
の
と
も
の

と
の
間
、間
隔
、す
き
ま
」を
指
し
、源
氏
物
語
に

「
几き
ち
ょ
う帳
ど
も
の
立
て
ち
が
へ
る
あ
は
ひ
よ
り
見

通
さ
れ
て
、あ
ら
は
な
り
」（
傍
点
筆
者
）の
よ
う

に
登
場
す
る
古
語「
あ
わ
い
」に
由
来
す
る
と
思

わ
れ
ま
す
。『
日
本
方
言
大
辞
典
』（
小
学
館
）に

よ
れ
ば
、福
井
県
の
敦
賀
や
嶺
北
地
方
北
部
に

ア
ワ
イ
サ
、ア
ワ
サ
の
形
が
見
え
、さ
ら
に
ア
ワ

サ
イ
の
形
が
新
潟
の
佐
渡
、富
山
、福
井
、岐
阜

の
飛
騨
、滋
賀
、京
都
、兵
庫
、和
歌
山
、島
根
な

ど
、近
畿
お
よ
び
そ
の
周
辺
に
分
布
し
て
い
ま

す
の
で
、小
松
で
聞
か
れ
る
ア
ワ
シ
ャ
は
、「
あ

わ
い
」が
京
都
方
面
か
ら
福
井
を
経
て
伝
わ
る

過
程
で
、ア
ワ
イ
サ
↓
ア
ワ
サ
↓
ア
ワ
サ
イ
↓

ア
ワ
シ
ャ
の
よ
う
に
変
化
し
た
も
の
だ
ろ
う
と

考
え
て
い
ま
す
。

イ
ク
ス
は
中
世
末
期
京
都
語
に
由
来

　
小
松
の
方
言
で「（
人
が
自
分
に
何
か
を
）く

れ
る
」と
い
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
る
イ
ク
ス（
自

分
に「
よ
こ
せ
」と
言
う
場
合
の
命
令
形
は
イ
ク

セ
、イ
ク
ソ
と
な
り
ま
す
）は
、か
つ
て
の
中
央

語（
京
都
語
）の「
よ
こ
す
」が
変
化
し
た
室
町

時
代
末
期
京
都
語
の「
い
く
す
」に
由
来
す
る
と

考
え
て
い
ま
す
。中
世
末
期
の
京
都
語
文
献
の

一
つ
で
あ
る「
狂き
ょ
う
げ
ん
き

言
記
」の
中
に「
身
ど
も
に
ま

い
っ
て
と
っ
て
こ
い
と
お
っ
し
ゃ
ら
れ
ま
し
た
ほ

ど
に
、い
く
さ
っ
し
ゃ
れ
ま
せ
い
」（
傍
点
筆
者
）

の
よ
う
に
登
場
す
る「
い
く
す
」が
見
え
ま
す
。

イ
ク
ス
は『
日
本
方
言
大
辞
典
』に
よ
れ
ば
、新

潟
、富
山
、石
川
、そ
し
て
福
井
の
嶺
北
地
方
の

範
囲
に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す

か
ら
、先
の「
あ
わ
い
」と
同
様
、「
い
く
す
」が
京

都
方
面
か
ら
伝
わ
っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。例
え

ば
、「
キ
ョ
ー
ワ
　
ダ
チ
ャ
カ
ン
デ
モ
　
コ
ン
ダ
　

カ
ナ
ラ
ズ
　
イ
ク
ス
カ（
今
日
は
駄
目
で
も
今

度
は
必
ず
く
れ
る
か
）」の
よ
う
に
使
わ
れ
ま

す
。

連載
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「後ろに隠しとるもん、こっちにイクソ！」
「やだよ～」

2016年3月号

ー 223 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
１

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
①
―

　
年
度
が
改
ま
り
ま
し
た
。今
月
か
ら
本
連
載

は
19
年
目
に
入
り
ま
す
。今
後
と
も
変
わ
ら
ず

ご
愛
読
く
だ
さ
い
。

　
さ
て
、連
載
19
年
目
の
ス
タ
ー
ト
に
あ
た
り
、

今
回
か
ら
は
新
シ
リ
ー
ズ
と
し
て
、小
松
市
内

の
何
地
点
か
で
の
自
然
談
話
や
場
面
設
定
の
会

話
の
文
字
化
資
料
を
取
り
上
げ
、そ
こ
に
見
ら

れ
る
特
徴
を
見
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
と
思
い

ま
す
。

　
今
回
か
ら
取
り
上
げ
る
自
然
談
話
、場
面
設

定
の
会
話
の
文
字
化
資
料
は
、小
松
市
立
博
物

館
の
委
託
で
１
９
９
６
年
か
ら
２
０
０
０
年
に

か
け
て
実
施
し
た
小
松
市
内
全
域
で
の
方
言
調

査
で
得
ら
れ
た
も
の
で
す
。そ
の
一
部
は
、す
で

に『
小
松
市
立
博
物
館
紀
要
』の
33
号
、34
号
、36

号
で
報
告
し
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。今
号
で
は
、

『
小
松
市
立
博
物
館
紀
要
』33
号
に
掲
載
の
拙
稿

「
石
川
県
小
松
市
大
杉
谷
川
流
域
の
方
言
」で

取
り
上
げ
た
大
杉
町
で
の
方
言
談
話
の
一
部
の

紹
介
か
ら
始
め
ま
す
。

　
以
下
の
方
言
談
話
は
、１
９
９
６
年
10
月
２

日
に
大
杉
町
の
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
で
収
録
し

た
、４
名
の
話
者（
Ａ 

大
正
６
年
生
ま
れ
・
男
、

Ｂ 

大
正
４
年
生
ま
れ
・
男
、Ｃ 

大
正
４
年
生
ま

れ
・
男
、Ｄ 

大
正
11
年
生
ま
れ
・
女
）に
よ
る
会

話
で
す
。方
言
談
話
の
文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、

無
意
味
な
挿
入
句
な
ど
は
省
略
し
つ
つ
、表
音

的
片
仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）で
示
し
、

適
宜（
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
す
。な
お
、

小
松
の
高
年
層
方
言
で
は
、語
中
の
ガ
行
音
は

原
則
鼻
濁
音
と
な
り
ま
す
が
、本
稿
で
は
語
頭

の
破
裂
音
と
区
別
せ
ず
に
ガ
ギ
グ
ゲ
ゴ
と
表
記

し
ま
す
。

Ａ
　
ダ
イ
タ
イ
　
ト
シ
ヨ
リ
ヤ
サ
カ
イ（
年
寄

り
だ
か
ら
）　
ミ
ミ
ァ
　
ト
ー
イ
モ
ン
ジ
ャ

サ
カ
イ（
遠
い
も
の
だ
か
ら
）　
ジ
ブ
ン
ノ
　

ユ
ー
コ
ト
バ
ッ
カ
デ（
言
う
こ
と
ば
か
り
で
）　

テ
レ
ビ
ト
　
イ
ッ
シ
ョ
ヤ（
同
じ
だ
）。ヨ
ソ
ノ
　

ヒ
ト
ガ
　
ナ
ニ
　
シ
ツ
モ
ン
シ
タ
カ
ッ
テ（
質

問
し
て
も
）　
ソ
リ
ャ
。

Ｂ
　
シ
ラ
ン
ネ（
知
ら
な
い
ね
）。

Ｃ
　
イ
ロ
ン
ナ
　
ハ
ナ
シ
　
マ
ジ
ェ
コ
ジ
ャ（
ご

ち
ゃ
混
ぜ
に
）　
ユ
ー
サ
ケ
ナ（
言
う
か
ら

ね
）。

Ｂ
　
ソ
レ
コ
ソ
　
ワ
ガ（
自
分
が
）　
イ
ワ
ン
ナ

ン
コ
ト
ダ
ケ
ワ（
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
だ
け
は
）　
イ
ワ
ン
ナ
ン
ト（
言
わ
な
け

れ
ば
と
）　
オ
モ
テ（
思
っ
て
）　
ユ
ー
ト
ン

ニ
ャ
ロ（
言
っ
て
い
る
ん
だ
ろ
う
）。

Ｃ
　
キ
ョ
ー
シ
ツ
ミ
タ
イ
ナ
　
ワ
ケ
ニ
ワ
　
イ

カ
ン
ノ
ヤ（
い
か
な
い
ん
だ
）。ア
イ
テ
ト
　

ト
ッ
ク
ミ
ア
ッ
テ
。

　
今
回
は
紙
幅
の
関
係
で
こ
こ
ま
で
と
し
ま

す
。小
松
方
言
の
特
徴
に
つ
い
て
の
解
説
は
、来

月
の
こ
の
続
き
の
方
言
談
話
の
紹
介
の
後
に
行

い
た
い
と
思
い
ま
す
。

連載
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「ワレ　ソクサイナカナー」
「オカゲサンデ。トコロデ　ワレ　アシタ　イエニ　
オルコ」

2016年4月号
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方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
２

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
②
―

　
前
回
に
続
け
て
、１
９
９
６
年
10
月
２
日
に

大
杉
町
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
で
収
録
し
た
４
名

の
話
者（
Ａ 

大
正
６
年
生
ま
れ
・
男
、Ｂ 

大
正
４

年
生
ま
れ
・
男
、Ｃ 

大
正
４
年
生
ま
れ
・
男
、Ｄ 

大
正
11
年
生
ま
れ
・
女
）に
よ
る
自
然
談
話
を
紹

介
し
、特
徴
的
な
方
言（
傍
線
部
）に
つ
い
て
簡

単
に
解
説
し
ま
す
。

　
文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、無
意
味
な
挿
入
句

等
は
省
略
し
つ
つ
、表
音
的
片
仮
名
表
記（
文
節

分
か
ち
書
き
）で
示
し
、適
宜（
　
　
）内
に
共
通

語
訳
を
付
し
ま
し
た
。な
お
、談
話
中
に
登
場
す

る
個
人
名
は
イ
ニ
シ
ャ
ル
で
略
記
し
ま
し
た
。

Ａ
　
コ
ク
サ
イ
テ
キ
ナ（
国
際
的
な
）　
コ
ト
モ
　

ハ
ナ
シ
　
シ
ェ
ン
ナ
ン
シ
ネ
ー（
し
な
く
て
は

い
け
な
い
し
ね
え
）　
チ
イ
キ
テ
キ
ナ（
地
域

的
な
）　
コ
ト
モ
　
ハ
ナ
シ
　
シ
ェ
ン
ナ
ン
シ

ネ
ー
。コ
コ
ニ
　
オ
イ
デ
ル
ヨ
ー
ナ（
い
ら
っ

し
ゃ
る
よ
う
な
）　
ホ
ラ
　
ア
ノ
　
ガ
イ
ジ

ン
サ
ン
。ア
ラ
　
Ｒ
サ
ン
チ
ュ
ー
ン
ト
　
Ｇ
サ

ン
チ
ュ
ー
ト
ン
ネ
。ア
ン
タ
ト
　
オ
ン
ナ
シ
ヤ
　

Ｇ
サ
ン
テ
ュ
ノ
ァ
ン
ネ
ー
　
ア
ワ
ズ
ノ（
粟
津

の
）　
ホ
ー
ノ
　
タ
ン
ダ
イ
ノ
　
エ
ー
ゴ
ノ
　

シ
ェ
ン
シ
ェ
ー
。ア
ノ
　
Ｒ
サ
ン
テ
ュ
ー
ノ
ァ
　

ド
ッ
カ
　
ア
タ
カ
ノ（
安
宅
の
）　
ホ
ー
ノ
　

コ
ー
バ
ノ
ア
メ
リ
カ
ト
ー
ノ
　
ツ
ー
ヤ
ク
オ
　

シ
テ
オ
イ
デ
ル
ミ
タ
イ
デ
ネ
　
ヨ
ル
　
イ
ッ

テ
　
モ
ー
　
ム
コ
ァ
　
コ
ッ
チ
ャ
　
ヨ
ル
デ

モ
　
ヒ
ル
ヤ
サ
ケ
ネ（
昼
だ
か
ら
ね
）　
ソ
ー

ユ
ー
　
シ
ゴ
ト
　
シ
テ
オ
イ
デ
ル
ン
デ
。ガ

イ
ジ
ン
サ
ン
　
シ
ン
シ
ェ
ツ
ナ
ケ
ー
ネ
ー（
親

切
だ
か
ら
ね
）テ
ー
　
ア
ゲ
テ
ン
ネ
ー
　
ワ

タ
シ
ラ
　
サ
ン
キ
ュ
ー
シ
カ
　
オ
ボ
エ
ト

ラ
ン
サ
カ
イ
　
ソ
レ
ヨ
リ
　
ユ
エ
ン
ケ
ド

ネ
ー
。

【
解
説
】※
前
回
取
り
上
げ
た
談
話
中
の
方
言
を

含
む

 

・ 

ト
シ
ヨ
リ
ヤ
サ
カ
イ
、ト
ー
イ
モ
ン
ジ
ャ
サ
カ

イ
、ユ
ー
サ
ケ
ナ
…
〜
サ
カ
イ
、〜
サ
ケ
は
共

通
語
の「
〜
か
ら
」に
あ
た
る
理
由
・
原
因
の

接
続
助
詞
で
す
。関
西
地
方
で
生
ま
れ
た
〜

サ
カ
イ
が
北
陸
地
方
に
伝
わ
り
、後
に
〜
サ

ケ
の
形
も
生
ま
れ
ま
し
た
。シ
ン
シ
ェ
ツ
ナ

ケ
ー
ネ
ー
の
ケ
ー
は
サ
ケ
ー
の
サ
が
さ
ら
に

脱
落
し
た
形
で
す
。

 

・ 

イ
ワ
ン
ナ
ン
ト
、シ
ェ
ン
ナ
ン
シ
…
〜
ン
ナ
ン

は
動
詞
の
未
然
形
に
接
続
し
て「
〜
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
」の
意
味
を
表
し
ま
す
。

 

・ 

オ
イ
デ
ル
、シ
テ
オ
イ
デ
ル
…
オ
イ
デ
ル
は

北
陸
の
方
言
で
動
詞「
行
く
、来
る
、い
る
」

の
尊
敬
表
現
と
し
て
使
わ
れ
ま
す
。補
助
動

詞「
〜
て
い
く
、〜
て
く
る
、〜
て
い
る
」の
尊

敬
表
現
と
し
て
の
〜
テ
オ
イ
デ
ル
も
使
わ
れ

ま
す
。

連載
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方言談話中に登場するＧさんは、右の写真の大杉
ミュージカルシアターのガート（Gart）さんです。

2016年5月号
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方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
３

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
③
―

　
今
回
も
、前
回
に
続
け
て
１
９
９
６
年
10
月

２
日
に
大
杉
町
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
で
収
録
し

た
４
名
の
話
者
に
よ
る
自
然
談
話
を
紹
介
し
、

特
徴
的
な
方
言（
傍
線
部
）に
つ
い
て
解
説
し
ま

す
。こ
れ
ま
で
同
様
、文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
表

音
的
片
仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）で
示

し
、適
宜（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
し

た
。

Ａ
　
ア
ノ
　
ヒ
ト
モ
　
ネ
ッ
シ
ン
ナ
シ（
熱
心

だ
し
）　
ソ
レ
カ
ラ
　
イ
マ
ノ
　
Ｇ
サ
ン
モ
　

コ
ナ
イ
ダ
　
ト
ー
ッ
タ
ラ
　
キ
レ
ー
ン
ナ
ッ

タ
デ
シ
ョ
ー
ッ
テ
　
キ
ー
テ
　
オ
ー
　
ス

マ
ー
ト
ン（
ス
マ
ー
ト
に
）　
ナ
ッ
タ
ネ
ー

チ
ュ
テ
　
ホ
ラ
　
ア
ッ
コ（
あ
そ
こ
）　
ジ
ェ

ン
ブ
。

Ｄ
　
ゲ
ン
カ
ン
モ
　
ナ
オ
イ
タ
ン
デ（
直
し
た

の
で
）。

Ａ
　
カ
イ
シ
ュ
ー
シ
テ
　
コ
ー
ミ
ン
カ
ン
ノ
　

イ
リ
ク
チ
ヤ
ン
ネ
　
シ
ュ
ー
リ
シ
テ
ー
　
ナ

カ
ナ
カ
ノ
　
ガ
イ
ジ
ン
サ
ン
　
シ
ン
シ
ェ
ツ

ナ
シ
ネ
ー
　
カ
ン
シ
ン
ジ
ャ
ッ
テ（
感
心
だ
っ

て
）。

Ｄ
　
ホ
ッ
レ
ガ（
そ
れ
が
）　
オ
ッ
カ
シ
ー
ゾ
　

ム
カ
シ
ノ
　
カ
ズ
キ
オ
ケ
ニ（
担
ぎ
桶
に
）　

ナ
ン
ジ
ャ
ラ
　
イ
ッ
パ
イ
　
イ
レ
テ
。

Ａ
　
ウ
ン
　
ソ
シ
テ
ネ
ー
　
ム
カ
シ
ャ
ー
　
ホ

ラ
　
ビ
ー
ル
ノ
　
オ
ケ
ヤ
ト
カ
　
シ
ェ
メ
ン

ダ
ル
ミ
タ
イ
ナ（
セ
メ
ン
ト
樽
み
た
い
な
）　

ア
ッ
タ
ワ
ン
ネ
。　
ア
レ
ガ
　
シ
モ
オ
ー
ス

ギ
ノ
　
ミ
セ
　
シ
タ
　
ヒ
ト
ァ
　
タ
ク
サ

ン
ア
ッ
テ
　
ホ
シ
テ
　
ス
テ
ル
ユ
ト
ッ
タ
ラ
　

ア
ノ
　
ヒ
ト
ァ
　
キ
テ
　
コ
レ
　
イ
ラ
ー
ン

ノ
カ
ネ
ト
ッ
タ
サ
ケ
ー（
要
ら
な
い
か
ね
と

言
っ
て
い
た
か
ら
）　
オ
ー
　
イ
ラ
ン
ノ
ヤ
ッ

テ
。　
ボ
ク
　
モ
ロ
テ
ク
カ
ッ
チ
ュ
テ
。

Ｃ
　
ア
レ
　
ク
ギ
　
イ
レ
タ
ン
デ
ネ
ー
カ
。

Ａ
　
ク
ギ
　
イ
レ
タ
ッ
タ
ガ
ヤ（
入
れ
て
あ
っ
た

ん
だ
）。　

【
解
説
】

 

・ 

ジ
ェ
ン
ブ
、シ
ン
シ
ェ
ツ
、シ
ェ
メ
ン
ダ
ル
…
小

松
市
を
含
む
北
陸
方
言
で
は
、高
年
層
で
セ
、

ゼ
が
シ
ェ
、ジ
ェ
と
発
音
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り

ま
す
。中
世
末
期
ま
で
の
京
都（
中
央
語
）で

の
標
準
的
発
音
の
名
残
で
す
。

 

・ 

ナ
オ
イ
タ
…
か
つ
て
西
日
本
で
広
く
見
ら
れ

た
サ
行
四
段（
五
段
）動
詞
の
イ
音
便
形
の
名

残
で
す
。

 

・ 

カ
ン
シ
ン
ジ
ャ
、ナ
ン
ジ
ャ
ラ
…
現
在
は
ヤ
に

変
化
し
て
い
る
断
定
の
助
動
詞（
共
通
語
の

ダ
に
あ
た
る
）の
元
の
形
の
ジ
ャ
が
大
杉
で

は
聞
か
れ
ま
し
た
。

 

・ 

イ
リ
ク
チ
ヤ
ン
ネ
、ア
ッ
タ
ワ
ン
ネ
…
小
松
方

言
で
は
終
助
詞
ネ
の
前
に
短
く
ン
が
挿
入
さ

れ
る
特
徴
が
聞
か
れ
ま
す
。

 

・ 

モ
ロ
テ
ク
…
モ
ロ
テ
は
ハ
行
四
段
動
詞「
貰も
ら

う
」の
ウ
音
便
形
モ
ロ
ー
テ
の
短
縮
形
で
す
。

連載
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話の中に登場する、公民館を改修した建物という
のが、大杉ミュージカルシアター（大杉中町劇場）で
す。

2016年6月号
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方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
４

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
④
―

　
今
回
も
引
き
続
き
１
９
９
６
年
10
月
２
日
に

大
杉
町
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
で
収
録
し
た
４
名

の
話
者
に
よ
る
自
然
談
話
を
紹
介
し
、特
徴
的

な
方
言（
傍
線
部
）に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。文

字
化
に
あ
た
っ
て
は
表
音
的
片
仮
名
表
記（
文

節
分
か
ち
書
き
）で
示
し
、適
宜（
　
　
）内
に
共

通
語
訳
を
付
し
ま
し
た
。

Ａ
　
ア
レ
ァ
ー
　
オ
ー
キ
ー
　
イ
シ
ガ
ネ
ー
。

Ｂ
　
ム
カ
シ
ャ
　
ア
ー
ユ
モ
ン
ニ
　
イ
レ
テ
　

カ
ン
デ
　（担
い
で
）　
ア
ル
イ
タ
ン
ヤ
。

Ａ
　
ム
カ
シ
ャ
ー
ネ
　
ア
ノ
　
ク
ギ
バ
コ
ニ
ネ
　

ホ
ラ
　
イ
マ
カ
ッ
テ（
今
だ
っ
て
）　
ビ
ー
ル

ノ
　
シ
ェ
メ
ン
ダ
ル
ミ
タ
イ
ナ（
セ
メ
ン
ト

樽
み
た
い
な
）　
ア
ル
ワ
ン
ネ
。ア
レ
オ
　
ア

コ
ノ
　
Ｇ
サ
ン
ガ
　
モ
ロ
テ
イ
ッ
テ（
貰
っ

て
い
っ
て
）　
グ
ヮ
イ
ジ
ン
サ
ン
ニ（
外
人
さ

ん
に
）　
モ
ッ
テ
コ
イ
ノ
　
シ
ナ
モ
ン
ジ
ャ
ワ

イ
ッ
テ
。

Ｄ
　
ア
ノ
　
ヒ
ト
ワ
　
ナ
ン
デ
モ
　
ウ
ン
。

Ｃ
　
ソ
ヤ
ケ
ド
ー
　
ア
ノ
　
カ
ミ
ノ
　
フ
ク
ロ

ニ
　
ナ
ラ
ン
サ
キ
ニ
ー（
紙
の
袋
に
な
る
前

に
）　
シ
ェ
メ
ン
ト
ァ
　
ア
ー
ユ
ー
　
デ
カ
イ

オ
ケ
ヤ
ッ
タ
ン
ヤ
。

Ａ
　
ウ
ン
　
ソ
ー
ソ
ー
　
オ
ケ
ヤ
ッ
タ（
桶
だ
っ

た
）。

Ｃ
　
ア
レ
　
コ
ラ
エ
テ（
が
ま
ん
し
て
）　
ア
ル

ク
ノ
ァ
　
ヤ
ッ
ト
ミ
タ
イ
ナ
モ
ン
ジ
ャ
ッ
タ
。

Ｂ
　
ソ
ヤ
　
ソ
ヤ
。

Ｃ
　
ア
ト
ネ
ァ （
後
に
は
）　
フ
ク
ロ
ヤ
ッ
タ
ン

カ
イ
。

Ａ
　
オ
ー
　
ワ
タ
シ
ラ
ン
ト
コ
　
ア
レ
デ
。

Ｃ
　
マ
ッ
サ
キ
ニ
　
ア
レ
ー
　
キ
ノ
　
オ
ケ

ヤ
ッ
タ
ン
ニ
ャ
。ド
ッ
カ
デ
　
シ
ェ
メ
ン
　
イ

レ
テ
。ソ
ッ
デ（
そ
れ
で
）　
ダ
イ
ブ
　
カ
ワ
ッ

タ
ン
ヤ
。ソ
ッ
デ
　
ア
ッ
コ
ノ
ァ
　
イ
マ
ー
　

シ
ェ
ー
ネ
ン
ノ
イ
エ
ノ
　
シ
タ
ノ
　
ヨ
ー

ス
イ
　
コ
ッ
シ
ェ
ル（
造
る
）　
ジ
ブ
ン
ニ
ァ 

（
頃
に
は
）　
カ
ミ
ン
フ
ク
ロ
ン（
紙
の
袋
に
）　

ナ
ッ
テ
。

【
解
説
】

 

・ 

ア
レ
ァ
、シ
ェ
メ
ン
ト
ァ
、ア
ル
ク
ノ
ァ
、ア
ト

ネ
ァ
、ア
ッ
コ
ノ
ァ
、ジ
ブ
ン
ニ
ァ
…
傍
点
部
は

助
詞
の
ワ
ま
た
は
ガ
の
子
音
が
弱
化
し
て
母

音
の
ア
だ
け
が
軽
く
添
え
ら
れ
た
よ
う
に
聞

こ
え
る
も
の
で
す
。

 

・ 

カ
ン
デ
…「
担
い
で
」の
意
味
の
カ
ン
デ
は
、

白
山
麓
の
白
峰
方
言
な
ど
で
も
聞
か
れ
ま

す
。

 

・ 

グ
ヮ
イ
ジ
ン
…
傍
点
部
は
、歴
史
的
仮
名
遣

い
の「
ぐ
ゎ
」に
あ
た
る
発
音（
合ご
う
よ
う
お
ん

拗
音
）の
残

存
例
で
す
。石
川
県
加
賀
地
方
の
高
年
層
で

時
々
聞
か
れ
ま
す
。

 

・ 

オ
ケ
ヤ
ッ
タ
ン
ニ
ャ
…
断
定
の
助
動
詞
ヤ
の

前
に
ン
が
き
た
た
め
に
ン
ニ
ャ
に
変
化
し
た

形
で
、福
井
県
嶺
北
地
方
か
ら
加
賀
地
方
南

部
で
聞
か
れ
る
特
徴
で
す
。

連載
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方言談話が収録された大杉町生活改善センターで
す。

2016年7月号

ー 227 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
５

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
⑤
―

　
今
回
も
、前
回
ま
で
の
続
き
で
１
９
９
６
年

10
月
２
日
に
大
杉
町
生
活
改
善
セ
ン
タ
ー
で

収
録
し
た
自
然
談
話
を
紹
介
し
、特
徴
的
な
方

言（
傍
線
部
）に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。文
字
化

に
あ
た
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、表
音
的
片

仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）を
用
い
、適
宜

（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
し
た
。

Ａ
　
イ
マ
　
ア
ミ
ガ（
網
が
）　
ハ
イ
ッ
ト
ル
ワ
　

チ
ョ
ッ
ト
。ボ
ー
シ
ツ
ノ
ネ
ー（
防
湿
の
ね
）　

シ
ェ
メ
ン
ブ
ク
ロ
ン（
セ
メ
ン
ト
袋
の
）　
ナ

カ
エ
　
ウ
ス
イ
　
ヤ
ツ
ガ
シ
ッ
ケ
　
ウ
ケ
ン

ヨ
ー
ニ
ネ（
湿
気
を
帯
び
な
い
よ
う
に
ね
）。

ハ
ジ
メ
ワ
ー
　
ロ
ク
ジ
ュ
ッ
キ
ロ
ヤ
ッ
タ
ノ
　

ソ
ン
ツ
ギ
ァ（
そ
の
次
は
）　
ゴ
ジ
ュ
ッ
キ
ロ
　

ナ
ッ
テ
　
イ
マ
　
ヨ
ン
ジ
ュ
ッ
キ
ロ
。ヤ
ッ
パ

リ
　
オ
ン
ナ
シ
ニ（
同
じ
よ
う
に
）　
オ
モ

テ
ー（
重
た
い
）。

Ｂ
　
ソ
ー
リ
ャ
　
ソ
ヤ
。イ
マ
デ
ァ
　
ロ
ク

ジ
ュ
ッ
キ
ロ
デ
ァ
　
ウ
ケ
レ
ン（
持
ち
上
げ
ら

れ
な
い
）。　
　

Ａ
　
オ
ー
　
ソ
ー
ソ
ー
。ム
カ
シ
ワ
　
ロ
ク

ジ
ュ
ッ
キ
ロ
ジ
ュ
ー
ロ
ッ
ク
ヮ
ン （
16
貫
）カ
イ

ネ
ー
。　

Ｄ
　
イ
ヤ
　
オ
ナ
シ（
同
じ
）　
ロ
ク
ジ
ュ
ッ
キ

ロ
デ
モ
　
コ
メ
ダ
ワ
ラ
ナ
ラ（
米
俵
な
ら
）　

ウ
ク
カ
モ
シ
レ
ン
ケ
ド
シ
ェ
メ
ン
ト
ノ
　
フ

ク
ロ
デ
ァ
　
ト
テ
モ
　
ウ
ケ
ン
。

Ａ
　
モ
チ
ニ
ク
イ
ワ
ネ
ー
。

Ｂ
　
タ
ワ
ラ
デ
　
ロ
ク
ジ
ュ
ッ
キ
ロ
ノ
　
コ
メ

ノ
　
リ
ョ
ー
テ
オ
　
ズ
ー
ッ
ト
　
カ
タ
ン
デ

（
担
い
で
）。

Ｃ
　
ア
レ
ァ
　
ホ
ヤ
ケ
ド
　
ウ
マ
ク
　
ナ
ワ
　

カ
カ
ッ
テ
　
タ
テ
ナ
ワ（
縦
縄
が
）　
カ
カ
ッ

ト
ル
ヤ
ロ
。ワ
ッ
リ
ャ
イ（
割
と
）　
ア
ゲ
ル
ケ

ド
　
バ
ン
モ
チ
イ
シ
ッ
チ
ュ
ノ
ァ（
盤ば
ん
も
ち
い
し

持
石
と

い
う
の
は
）　
ナ
ワ
　
ナ
ン
モ
　
カ
ケ
ト
ラ

ン
。ホ
ー
デ
ネ
　
ナ
ガ
サ
ー
　
ネ
ー
ン
ジ
ャ
。

Ａ
　
イ
マ
デ
モ
　
ヤ
ッ
パ
　
イ
シ
ノ
　
コ
ノ
　

マ
ル
イ
　
ヤ
ツ
オ
ン
ネ
　
コ
ノ
ヘ
ン
ニ
モ
　

マ
ダ
　
オ
ミ
ヤ
サ
ン
ノ
　
ト
コ
ニ
　
ア
ン

ナ
ー
。

Ｂ
　
シ
ト
ビ
ョ
ー （
四
斗
俵
ほ
ど
の
）　
ゴ
ッ
ツ

イ
ヤ
ツ（
大
き
い
や
つ
）。

【
解
説
】　

 

・ 

シ
ェ
メ
ン
ブ
ク
ロ
…
高
年
層
で
セ
が
シ
ェ
と

発
音
さ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。中
世
末
期

ま
で
の
京
都
語（
中
央
語
）で
の
標
準
的
発

音
の
名
残
で
す
。

 

・ 

ジ
ュ
ー
ロ
ッ
ク
ヮ
ン
…
前
回
取
り
上
げ
た
グ
ヮ

イ
ジ
ン
と
同
様
、歴
史
的
仮
名
遣
い
の「
く
ゎ
」

「
ぐ
ゎ
」に
あ
た
る
漢
字
音（
合ご
う
よ
う
お
ん

拗
音
）の
残

存
例
で
す
。

 

・ 

バ
ン
モ
チ
イ
シ
…
力
試
し
の
重
い
石
で
神
社

や
寺
院
な
ど
に
置
か
れ
て
い
ま
し
た
。

 

・ 

シ
ト
ビ
ョ
ー
…
米
が
４
斗（
約
60
キ
ロ
）入
る

俵
で
す
。

2016年8月号

連載
221

神社や寺院によって、独特の盤持石があります。
（写真は莵橋神社境内に安置されている盤持石）
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方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
６

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
⑥
―

　
前
回
ま
で
に
続
い
て
１
９
９
６
年
に
収
録
し

た
大
杉
町
で
の
自
然
談
話
を
紹
介
し
、特
徴
的

な
方
言（
傍
線
部
）に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。文

字
化
に
あ
た
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、表
音
的

片
仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）を
用
い
、適
宜

（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
し
た
。

Ａ
　
ト
ヤ
マ
ノ（
富
山
の
）　
コ
ト
バ
ネ
　
コ
レ

デ
　
ク
ス
リ
ヤ
　
バ
イ
ヤ
ク
ノ（
売
薬
の
）　

マ
ワ
ッ
テ
　
イ
レ
ッ
サ
ケ（〈
薬
を
〉入
れ
る
か

ら
）　
ワ
リ
カ
タ（
割
と
）　
ハ
ナ
シ
モ
　
ワ

カ
リ
ヤ
ス
イ
シ
ネ
　
キ
キ
ヤ
ス
イ
シ
ネ
。

フ
ク
イ
ノ
　
コ
ト
バ
デ
　
ア
ノ
　
チ
ョ
ッ
ト
　

コ
ノ
ヘ
ン
ノ
　
コ
ト
バ
ヨ
リ
　
シ
ナ
ヤ
コ
ー

ン
ヤ
ネ（
し
な
や
か
だ
ね
）　
ユ
ー
コ
ト
ガ
。

Ｄ
　
コ
コ
ワ
　
ホ
ン
マ
ニ
　
コ
ト
バ
ガ
　
ア
ラ

イ
　
ト
コ
デ
ー
。

Ａ
　
ホ
イ
テ
（
そ
し
て
）
　
コ
ノ
ヘ
ン
ノ
　

チ
ョ
ッ
ト
　
ア
ラ
イ
シ
ネ
ー（〈
言
葉
が
〉荒

い
し
ね
）。シ
ン
マ
ル
ム
ラ（
新
丸
村
）　
イ

ク
ト
ー
ン
ネ
　
コ
ト
バ
ワ
　
ジ
ョ
ー
ヒ
ン
ナ

ル（
上
品
に
な
る
）。ア
ト
　
フ
ク
イ
ネ（
福

井
に
）　
チ
カ
イ
　
カ
ン
ケ
ー
カ
　
カ
ガ
ノ
　

ヒ
ャ
ク
マ
ン
ゴ
ク
ノ
　
ジ
ョ
ー
カ
ガ
イ
ヤ
ッ
タ

ン
ヤ （
城
下
外
だ
っ
た
ん
だ
）。カ
ガ
ノ
　
ヒ
ャ

ク
マ
ン
ゴ
ク
ァ
　
ア
コ
ニ（
あ
そ
こ
に
）　
ケ

ン
リ
ァ
　
ナ
カ
ッ
タ
ン
ニ
ャ
。ア
コ
エ
　
ン
デ
　

ド
ロ
ボ
ー
シ
テ
　
ニ
ゲ
テ
　
ハ
イ
ッ
テ
モ
　

カ
ガ
ノ
　
ト
ノ
サ
ン
　
ト
メ
レ
ナ
ン
ダ （
止

め
ら
れ
な
か
っ
た
）。フ
ク
イ
ノ
　
ホ
ー
カ
ラ
　

ヘ
ー
ケ
ァ（
平
家
が
）　
ニ
ゲ
テ
キ
テ
ン
ネ
ー
　

ホ
イ
テ
　
モ
ー
ヒ
ト
ツ
ワ
ン
ネ
ー
　
ワ
タ
シ

ラ
ー
　
シ
ラ
ン
ケ
ド
ネ
　
コ
ノ
ヘ
ン
ニ
　
イ

チ
ョ
ー
ノ
キ
ガ（
銀
杏
の
木
が
）　
タ
ク
サ
ン
　

ア
ル
。コ
レ
ワ
　
ヘ
ー
ケ
ノ
　
オ
チ
ム
シ
ャ
ガ
　

ジ
ブ
ン
ラ
　
ニ
ゲ
テ
キ
タ
　
ト
コ
ニ
　
イ

チ
ョ
ー
オ
　
シ
ョ
ー
レ
ー
シ
タ
ン
デ
　
ソ
レ

デ
　
コ
ノ
ヘ
ン
ネ
モ
　
オ
チ
ム
シ
ャ
ガ
　
ス

コ
シ
　
キ
ト
ッ
タ
ン
デ
。

【
解
説
】　

 

・ 

ジ
ョ
ー
カ
ガ
イ
ヤ
ッ
タ
ン
ヤ
…
旧
新
丸
村
。白

山
麓
の
白
峰
な
ど
と
同
様
、加
賀
藩
の
支
配

を
離
れ
た
幕
府
直
轄
の
天
領
で
あ
っ
た
こ
と

を
言
っ
て
い
ま
す
。

 

・ 

イ
ク
ト
ー
ン
ネ
、ニ
ゲ
テ
キ
テ
ン
ネ
ー
、モ
ー
ヒ

ト
ツ
ワ
ン
ネ
ー
…
小
松
方
言
で
は
終
助
詞
ネ

の
前
に
短
く
ン
が
挿
入
さ
れ
る
特
徴
が
聞
か

れ
ま
す
。

 

・ 

ア
コ
…
小
松
で
は
ア
ッ
コ
も
聞
か
れ
ま
す
が
、

「
こ
そ
あ
ど
」の
コ
コ
、ソ
コ
、ド
コ
に
対
す

る
ア
コ
。共
通
語
で
は
ア
ソ
コ
に
な
る
と
こ

ろ
が
、体
系
的
に
形
の
揃
っ
た
ア
コ
が
聞
か

れ
ま
す
。

賀州能美郡図籍（金沢市立玉川図書館所蔵）には、
天領であった丸山村や新保村（新丸村）が朱書きさ
れています。

連載
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2016年9月号

ー 229 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
７

―
大
杉
町（
下
大
杉
町
・
大
杉
中

町
）方
言
の
自
然
談
話
⑦
―

　
今
回
も
１
９
９
６
年
に
収
録
し
た
大
杉
町
で

の
自
然
談
話
を
紹
介
し
、特
徴
的
な
方
言（
傍

線
部
）に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。文
字
化
に
あ

た
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、表
音
的
片
仮
名
表

記（
文
節
分
か
ち
書
き
）を
用
い
、適
宜（
　
　
）

内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
し
た
。な
お
、大
杉
町

方
言
の
談
話
資
料
の
紹
介
は
今
回
で
終
わ
り
、

次
回
か
ら
は
丸
山
町
の
方
言
談
話
を
紹
介
し
ま

す
。

Ａ
　
ワ
タ
シ
ラ
　
ソ
ン
ナ
コ
ト
ァ
　
ハ
ナ
シ

テ
　
イ
チ
ョ
ー
ノ
キ
ァ（
銀い
ち
ょ
う杏
の
木
は
）　
イ

チ
ョ
ー（
銀
杏
の
実
が
）　
ナ
ル
サ
カ
イ
　
ウ

エ
タ
ン
デ
ナ
イ
カ
ト
　
オ
モ
ト
ッ
タ
ケ
ン
ド
　

ヤ
ッ
パ
リ
　
ソ
ー
ユ
ー
　
カ
ン
ケ
ー
デ
　
コ

ノ
　
オ
ー
ス
ギ
ノ
ホ
ー
カ
ラ
　
シ
ン
マ
ル
ム

ラ
ネ（
新
丸
村
に
）　
イ
チ
ョ
ー
ノ
キ
ガ
　
ヨ

ケ
ー（
た
く
さ
ん
）　
ア
ル
ン
デ
ナ
イ
カ
。

ソ
ー
ユ
ー
　
コ
ト
モ
　
ユ
ー
　
ヒ
ト
オ
イ
デ

タ
ネ
ー
。シ
ン
マ
ル
ワ
　
イ
マ
ワ
ン
ネ
ー（
今

は
ね
）　
フ
ユ
ワ
ネ
ー
　
イ
ッ
ケ
ン
　
イ
ワ

ナ
ノ（
岩
魚
の
）ヨ
ー
シ
ョ
ク
　
シ
テ
オ
イ
デ

ル
ン
デ
ー
　
ナ
ツ
ワ
ー
　
ゴ
ロ
ッ
ケ
ン
　
ジ

ブ
ン
ノ
　
ザ
イ
サ
ン（
財
産
と
し
て
の
山
）

ガ
　
ホ
ラ
　
モ
ッ
テ
オ
イ
デ
ッ
サ
ケ
　
キ

テ
ー
　
ス
ン
ド
ル
ケ
ド
　
フ
ユ
ワ
ー
　
イ
ッ

ケ
ン
。ホ
シ
テ
ー
　
フ
ユ
ワ
　
ダ
レ
モ
　
オ

ラ
ン
ガ
ヤ（
い
な
い
ん
だ
）　
ハ
ナ
タ
テ
マ
チ

（
花
立
町
）。デ
　
マ
ル
ヤ
マ
ー
ネ
ァ（
丸
山
に

は
）　
ニ
ケ
ン
ホ
ド
　
オ
イ
デ
ル
ン
デ
　
イ

マ
モ
　
オ
イ
デ
ッ
カ
ナ
ー
　
フ
ユ
。

Ｃ
　
マ
ー
　
フ
ユ
ワ
　
ソ
ヤ
ン
ド（
そ
う
だ
け

ど
も
）。

Ａ
　
ホ
ト
ン
ド
　
オ
ラ
ン
ノ
ヤ
。

Ｂ
　
オ
ラ
ン
ノ
ヤ
リ
ャ
コ
ソ
ニ
ャ（
い
な
い
ら
し

い
こ
と
に
は
）　
シ
ン
ボ
ネ
ァ（
新
保
に
は
）　

ナ
ツ
ダ
ケ
ヤ
ゾ
　
ナ
ツ
ダ
ケ
　
イ
ッ
ケ
ン
。

Ａ
　
シ
ン
マ
ル
ム
ラ
ヤ
　
マ
ル
ヤ
マ
ネ
。ナ
ツ
ワ
　

ゴ
ロ
ッ
ケ
ン
　
ア
ノ
　
キ
テ
オ
イ
デ
ル
ワ
ネ
　

ヤ
マ
ノ
　
ク
ヮ
ン
リ
ス
ル
ト
カ
ッ
テ
ネ
。　
　

【
解
説
】

 

・ 

ナ
ル
サ
カ
イ
、モ
ッ
テ
オ
イ
デ
ッ
サ
ケ
…
〜
サ

カ
イ
、〜
サ
ケ
は
共
通
語
の「
〜
か
ら
」に
あ

た
る
接
続
助
詞
で
す
。関
西
地
方
で
生
ま
れ

た
〜
サ
カ
イ
が
北
陸
地
方
に
伝
わ
り
、後
に

〜
サ
ケ
の
形
も
生
ま
れ
ま
し
た
。こ
こ
で
は

同
じ
話
者
が
両
方
の
形
を
使
っ
て
い
ま
す
。

 

・ 

オ
イ
デ
タ
ネ
ー
、オ
イ
デ
ル
ン
デ
、オ
イ
デ
ッ

カ
ナ
ー
、シ
テ
オ
イ
デ
ル
ン
デ
ー
、キ
テ
オ
イ

デ
ル
ワ
ネ
…
前
の
三
つ
の
オ
イ
デ
ル
は「
い

る
」の
尊
敬
表
現
、後
の
二
つ
の
〜
テ
オ
イ
デ

ル
は
補
助
動
詞「
〜
て
い
る
」の
尊
敬
表
現
と

し
て
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

連載
223

大
杉
町
の
人
々
の
暮
ら
し
を
見
守
り
続
け
て
き
た
大
杉
神

社
の
イ
チ
ョ
ウ（
小
松
市
指
定
文
化
財
）

2016年10月号



ー 230 ーー 231 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
８

―
丸
山
町
方
言
の
自
然
談
話
①
―

　
今
回
か
ら
は
、前
回
ま
で
の
大
杉
町
方
言
の

談
話
の
中
に
も
登
場
し
た
、大
杉
町
よ
り
さ
ら

に
山
間
の
集
落
で
江
戸
時
代
は
天
領
で
も
あ
っ

た
丸
山
町
の
方
言
談
話
を
紹
介
し
ま
す
。

　
丸
山
町
方
言
の
自
然
談
話
に
つ
い
て
は
、『
小

松
市
立
博
物
館
紀
要
』34
号
に
掲
載
の
拙
稿「
石

川
県
小
松
市
郷
谷
川
・
滓
上
川
流
域
の
方
言
」に

所
収
の
文
字
化
資
料
か
ら
抜
粋
し
ま
す
。

　
丸
山
町
の
方
言
談
話
は
、１
９
９
７
年
８
月

30
日
に
収
録
し
た（
時
間
に
し
て
10
分
程
度
）

丸
山
町
生
え
抜
き
の
２
名
の
話
者（
Ａ 

大
正
８

年
生
ま
れ
・
男
、Ｂ 

明
治
43
年
生
ま
れ
・
女
）と

小
松
市
東
町
生
ま
れ
の
同
席
者（
Ｃ 

大
正
12
年

生
ま
れ
・
男
）に
よ
る
会
話
で
す
。方
言
談
話
の

文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、無
意

味
な
挿
入
句
な
ど
は
省
略
し
つ
つ
、表
音
的
片

仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）で
示
し
、適
宜

（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
す
。語
中
の

ガ
行
音
は
原
則
鼻
濁
音
と
な
り
ま
す
が
、破
裂

音
と
区
別
せ
ず
に
ガ
ギ
グ
ゲ
ゴ
と
表
記
し
ま

す
。

Ａ
　
モ
ー
　
ゴ
ハ
ン
　
タ
ベ
タ
カ
ッ
テ
ユ
ー
コ

ト
オ
　
ヒ
リ
タ
コ
　
ホ
ン
デ
ァ
　
マ
ー
　
コ

ト
バ
ガ
　
ナ
レ
ン
サ
ケ
ネ（
慣
れ
な
い
か
ら

ね
）　
ハ
ヤ
イ
ヨ
ー
ニ（
話
す
の
が
早
い
よ

う
に
）　
オ
モ
ウ
。デ
ー
　
チ
ョ
ー
ド
　
コ
ー

ト
ー
シ
ョ
ー
ガ
ッ
コ
ン（
高
等
小
学
校
に
）　

ナ
ル
ト
　
ミ
ナ
　
ゴ
カ
ソ
ン 

（
５
カ
村
）　

コ
ー
リ
ュ
ー
オ（
交
流
を
）　
シ
タ
。ホ
イ
デ
　

ヒ
リ
タ
コ
ッ
テ
。

Ｃ
　
ヒ
リ
ッ
チ
ュ
ノ
　
オ
ヒ
ル
チ
ュ
ー
　
イ
ミ

ヤ
ロ
イ
ネ
。

Ａ
　
ソ
ヤ
　
オ
ヒ
ル
オ
　
ク
タ
ー
カ
イ
ト
。

ソ
レ
ガ
　
ハ
ヤ
イ
サ
カ
イ
　
ヒ
リ
タ
コ
テ
　

ユ
ー
ト
ル
。ホ
ン
デ
　
ア
ク
セ
ン
ト
ワ（
ア

ク
セ
ン
ト
は
）　
シ
ン
ボ
ワ（
新
保
は
）　
ソ

ノ
ワ
リ
ン
ネ（
そ
の
割
に
な
い
）。ハ
ナ
タ
テ
ガ

（
花
立
が
）　
ア
ク
セ
ン
ト
ァ
　
ツ
ヨ
イ
。

Ｂ
　
ソ
ー
ヤ
ッ
タ
ー
。

Ａ
　
ウ
ン
。ホ
イ
デ
　
ハ
ナ
タ
テ
ノ
ホ
　
ア
ル

シ
　
シ
ン
ボ
ワ
　
ワ
リ
ト
　
ナ
ン
ヤ
シ
　
オ

ハ
ラ
モ（
小
原
も
）　
ワ
リ
ニ
　
マ
ル
ヤ
マ
ヨ

リ
モ（
丸
山
よ
り
も
）　
コ
ト
バ
ワ
　
ハ
イ
カ

ラ
ヤ
ッ
タ
ン
ヤ
。

【
解
説
】

 

・ 

ヒ
リ
タ
コ
…
ヒ
リ（
昼
ご
飯
）と
タ
コ（「
食
べ

た
か
」の
意
味
の
タ
ベ
タ
コ
の
省
略
形
）の
合

わ
さ
っ
た
形
と
思
わ
れ
ま
す
。

 

・ 

ゴ
カ
ソ
ン
…
５
カ
村
と
は
、新
保（
新し
ん
ぼ
で

保
出
＝

木
地
小
屋
を
含
む
）、須す
の
だ
に

納
谷（
現
花
立
町
）、

丸
山
、杖つ
え（
現
在
は
津
江
と
書
く
）、小お
は
ら原
の
５

集
落
を
指
し
ま
す
。

 

・ 

ア
ク
セ
ン
ト
…
訛な

ま

り
に
近
い
意
味
と
思
わ
れ

ま
す
。

連載
224

丸山町で開催されるヤマメ放流と釣りのイベントに
は毎年多くの家族連れが訪れます。

2016年11月号

ー 231 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
９

―
丸
山
町
方
言
の
自
然
談
話
②
―

　
今
回
も
前
回
に
続
い
て
市
内
南
東
部
の
山
間

の
集
落
、丸
山
町
の
方
言
談
話
を
紹
介
し
ま
す
。

３
名
の
話
者
の
う
ち
Ａ
・
Ｂ
が
丸
山
町
生
え
抜

き（
Ａ 

大
正
８
年
生
ま
れ
・
男
、Ｂ 

明
治
43
年
生

ま
れ
・
女
）、Ｃ
が
小
松
市
東
町
生
ま
れ
の
同
席

者（
大
正
12
年
生
ま
れ
・
男
）で
す
。方
言
談
話
の

文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、無
意

味
な
挿
入
句
な
ど
は
省
略
し
つ
つ
、表
音
的
片

仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）で
示
し
、適
宜

（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
し
た
。

Ａ
　
イ
ゼ
ン
ワ
　
コ
ノ
　
マ
ル
ヤ
マ
ガ
ネ
　

メ
ー
ジ
イ
シ
ン
　
ナ
ッ
テ
　
ワ
シ
ラ
ノ
　
オ

ヤ
ノ
オ
ヤ
ラ
ワ（
親
の
親
た
ち
は
）　
ワ
ル

ド
シ
ン
ト
シ
　
フ
ク
イ
ケ
ン
ヤ
　
エ
ッ
ジ
ェ

ン
ノ
ホ
ー
ガ（
越
前
の
方
が
）　
チ
カ
イ
ン
。

ホ
ラ
ー
　
コ
ッ
カ
ラ
　
ア
ル
イ
テ
ー
　
コ
マ

ツ
ニ
　
ハ
ハ
オ
ヤ
ラ
　
ン
ナ
　
ホ
ー
コ
ー
ニ
　

イ
ッ
タ
ン
ヤ
ケ
ド
ノ
ー
ハ
チ
リ
モ（
８
里
も
）　

ア
ル
デ
シ
ョ
ー
。ム
コ
ワ
　
ロ
ク
リ
ヤ
。シ
ン

ボ
ヤ
ッ
タ
ラ
　
イ
チ
ジ
カ
ン
ホ
ド
デ
　
イ

ケ
ル
。ホ
ン
デ
ー
　
カ
ッ
チ
ャ
マ
エ（
勝
山
へ
）　

シ
ナ
モ
ン
　
カ
イ
ニ
　
イ
ッ
タ
ン
ヤ
　
マ
ル

ヤ
マ
デ
モ
。

Ｃ
　
ア
ノ
　
タ
ケ
ダ
ゴ
エ（
竹
田
越
え
）　
シ
ン

ヤ
ロ（
す
る
ん
だ
ろ
う
）。

Ａ
　
ウ
ン
　
ソ
ー
　
ソ
ー
。

Ｃ
　
ソ
レ
　
イ
マ
　
タ
ケ
ダ
ゴ
エ
ァ
　
ミ
チ
ァ
　

ナ
イ
チ
ュ
ー
。イ
マ
　
ソ
コ
ニ
　
オ
ッ
テ
ン
　

ヒ
ト
ァ
ー
　
マ
ル
ヤ
マ
カ
ラ
　
ゴ
ザ
ッ
タ
ン

ヤ
ッ
テ
。

（
中
略
）

Ａ
　
イ
マ
ー
　
コ
ク
ド
ー
　
ハ
シ
ッ
ト
ル
ト

コ
ワ
　
チ
ョ
ッ
ト
　
ミ
チ
ガ
　
イ
ゼ
ン
ワ
　

コ
ッ
チ
ノ
ホ
ー
ノ
ー
　
ジ
ゾ
ー
サ
ン
　
ア

ル
ケ
ド
　
ソ
コ
オ
　
カ
ヨ
テ
　
ワ
シ
ワ
　

シ
ュ
ー
セ
ン
ゴ
　
ナ
ン
ベ
ン
モ
　
カ
ッ
チ
ャ

マ
ニ
ー
　
オ
ジ
サ
ン
ガ
　
オ
ル
モ
ン
デ
ー
　

チ
ョ
イ
チ
ョ
イ
イ
マ
ユ
ー
　
キ
ジ
ゴ
ヤ
ワ
　

コ
ッ
チ
ノ
　
ワ
ル
ド
シ
ン
ト
キ
　
ヨ
ー
　
コ

イ
ヤ
　
ユ
ー
テ
　
ウ
ラ
ン
ト
コ
ノ
　
ジ
ー

ジ
ー
ノ
　
ア
ニ
キ
ガ
　
キ
ッ
ツ
ァ
ン
ノ
　
イ

エ
ヤ
。

Ｂ
　
ア
ー
　
ソ
ー
カ
。

【
解
説
】

 

・ 

ワ
ル
ド
シ
…「
悪
年
」で「
凶
作
の
年
」の
意
味

で
す
。

 

・ 

エ
ッ
ジ
ェ
ン
…
福
井
県
敦
賀
市
以
北
の
旧
国
名

「
越
前
」の
方
言
的
発
音
で
す
。

 

・ 

カ
ッ
チ
ャ
マ
…
福
井
県
勝
山
市
の「
勝
山
」の

方
言
的
発
音
で
す
。

 

・ 

ウ
ラ
…
石
川
県
加
賀
地
方
か
ら
福
井
県
嶺
北

地
方
に
か
け
て
使
わ
れ
る
方
言
の
自
称
代
名

詞
で
、オ
ラ
が
変
化
し
た
形
で
す
。

連載
225

この道は近い将来、丸山町と福井県の勝山を結ぶ
国道416号線です。

2016年12月号



ー 232 ーー 233 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
10

―
丸
山
町
方
言
の
自
然
談
話
③
―

　
本
連
載
を
始
め
て
19
回
目
の
新
年
を
迎
え
ま

し
た
。今
月
と
来
月
の
２
回
は
、引
き
続
き
市

内
南
東
部
の
山
間
の
集
落
、丸
山
町
の
方
言
談

話
を
紹
介
し
ま
す
。話
者
Ａ
は
丸
山
町
生
え
抜
き

（
大
正
８
年
生
ま
れ
・
男
）、Ｃ
が
小
松
市
東
町

生
ま
れ
の
同
席
者（
大
正
12
年
生
ま
れ
・
男
）で

す
。文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、こ
れ
ま
で
同
様
、

表
音
的
片
仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち
書
き
）で
示

し
、適
宜（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を
付
し
ま
し

た
。

Ａ
　
ウ
ン
　
コ
ッ
チ
ノ
ホ
ー
ノ
ー
　
ア
レ
ァ
ー
　

ハ
ナ
ダ
テ
ゴ
エ （
花
立
越
え
）ッ
テ
　
ジ
ゾ
ー

サ
ン
ガ
　
フ
タ
ツ
モ
　
ア
ル
ケ
ド
ー
。イ
マ
　

ズ
イ
ド
ー（
隧
道
＝
ト
ン
ネ
ル
）オ
　
ト
ー

ソ
ー
ト
　
ス
ル
ノ
ワ
　
ア
ソ
コ
ワ
　
ト
ー
ゲ

ミ
チ
ワ
ー
　
ア
ッ
タ
カ
シ
ラ
ン
ケ
ド
　
コ
ッ

チ
ノ
ー
ア
レ
ァ
ー
　
ヒ
ラ
ダ
ニ（
平
谷
）ジ
ャ

ナ
イ
ワ
　
ベ
ン
テ
ン
バ
シ（
弁
天
橋
）
ノ
　

チ
ョ
ッ
ト
　
テ
マ
エ
オ
　
ミ
ギ
ニ
　
ア
ガ
ッ

テ
　
カ
ブ
ト （
兜
）ノ
　
ダ
イ
ニ
チ （
大
日
）ノ
　

チ
ョ
ー
ジ
ョ
ー
エ
　
ア
ガ
ル
　
ホ
ン
リ
ュ
ー

オ
　
ヒ
ダ
リ
ノ
ワ
　
ホ
ン
リ
ュ
ー
デ
ナ
イ
サ

ケ（
本
流
で
な
い
か
ら
）　
ミ
ギ
ノ
　
カ
ブ
ト

ノ
ガ（
兜
の
方
が
）　
ホ
ン
リ
ュ
ー
デ
　
ソ
レ

オ
　
ホ
ン
リ
ュ
ー
ニ
　
ソ
ー
テ（
沿
っ
て
）イ

ク
ノ
ガ
　
イ
ゼ
ン
ノ
　
カ
イ
ド
ー
ヤ
ッ
タ
ン
ヤ

（
街
道
だ
っ
た
ん
だ
）。

Ｃ
　
ウ
ン
。ソ
ン
デ
　
シ
ラ
ミ
ネ（
白
峰
）ニ
　

イ
カ
レ
タ
ノ（
行
け
た
の
）　
イ
ツ
ゴ
ロ
マ

デ
　
イ
カ
レ
タ
モ
ン
ヤ
イ
ネ（
行
け
た
も

の
だ
ね
）。シ
ェ
ン
ゴ（
戦
後
も
）　
ヤ
ッ
パ
リ
　

イ
ッ
ト
ッ
タ
ン
ヤ
ロ
。

Ａ
　
ン
ー
　
ワ
シ
ラ
モ
　
イ
ッ
ト
ッ
タ（
行
っ

て
い
た
）。イ
ッ
タ
　
オ
ン
。ア
ー
　
ソ
レ
カ

ラ
　
エ
ー
リ
ン
シ
ョ
ノ
ー（
営
林
署
の
）　
サ

ギ
ョ
ー
イ
ン
ガ
　
カ
ッ
チ
ャ
マ（
勝
山
）カ
ラ
　

ヨ
ケ
ー
　
キ
ト
ッ
タ
。

Ｃ
　
ホ
ー
　
イ
ヤ
　
ソ
シ
テ
ー
　
シ
ラ
ミ
ネ
モ
　

ヤ
ッ
パ
リ
　
イ
ッ
タ
モ
ン
ケ
ネ（
行
っ
た
も
の

か
ね
）。

Ａ
　
シ
ラ
ム
ネ
カ（
白
峰
か
）。

Ｃ
　
オ
ン
　
シ
ラ
ミ
ネ
ヤ
。

Ａ
　
シ
ラ
ム
ネ
ゴ
エ
ワ
　
ワ
シ
　
イ
ッ
タ
コ

ト
ァ
ネ
ー
。

Ｃ
　
ア
ー
　
ソ
ー
ス
カ
。フ
ー
ン
　
ト
ユ
ー
コ

ト
ワ
　
シ
ラ
ミ
ネ
ト
　
コ
コ
ラ
ガ
　
コ
ー

リ
ュ
ー
ガ
　
ア
ッ
テ
　
コ
ト
バ
ガ
ー
　
ニ
ト

ラ
ン
カ
ド
ー
ヤ
ラ
ト（
似
て
い
な
い
か
ど
う

か
と
）　
オ
モ
テ
ヤ（
思
っ
て
だ
）。　
　

【
解
説
】

 

・ 

ハ
ナ
ダ
テ
ゴ
エ
…
か
つ
て
新
丸
村
か
ら
東
の

白
峰
村
に
向
か
う
た
め
に
利
用
さ
れ
た
峠

道
。

 

・ 

カ
ブ
ト
…
山
の
名
前
。ダ
イ
ニ
チ
は
大
日
山

の
こ
と
。

 

・ 

ヨ
ケ
ー
…「
余
計
」か
ら
で「
た
く
さ
ん
」の
意

味
。

連載
226

丸山町の大山林道の峠です。この峠を越えると
白山市鳥越の方に抜けられます。

2017年1月号

ー 233 ー

方
言
談
話
資
料
に
見
る

小
松
方
言
の
特
徴
　
そ
の
11

―
丸
山
町
方
言
の
自
然
談
話
④
―

　
前
回
ま
で
と
同
じ
く
、市
内
南
東
部
の
山
間

の
集
落
、丸
山
町
の
方
言
談
話
を
紹
介
し
ま
す
。

２
名
の
話
者
Ａ
・
Ｂ
は
と
も
に
丸
山
町
生
え
抜
き

（
Ａ 

大
正
８
年
生
ま
れ
・
男
、Ｂ 

明
治
43
年
生

ま
れ
・
女
）で
す
。文
字
化
に
あ
た
っ
て
は
、こ
れ

ま
で
同
様
、表
音
的
片
仮
名
表
記（
文
節
分
か
ち

書
き
）で
示
し
、適
宜（
　
　
）内
に
共
通
語
訳
を

付
し
、傍
線
部
に
は
簡
単
な
解
説
を
付
し
ま
し

た
。

Ｂ
　
マ
ル
ヤ
マ
ワ
　
シ
ラ
ミ
ネ
カ
ラ（
白
峰
か

ら
）　
キ
タ
モ
ノ
ァ
　
オ
ラ
ン
ナ
ー
。

Ａ
　
マ
ル
ヤ
マ
ワ
　
キ
タ
モ
ノ
ァ
　
オ
ラ
ン
。ス

ノ
ダ
ニ
ワ（
須
納
谷
は
）　
オ
ル
カ
モ
シ
レ
ン
　

オ
ダ
ケ
ガ（
織
田
家
が
）。ソ
ー
　
ユ
ー
ガ
ヤ

（
言
う
ん
だ
）。　
　
　（
中
略
）

Ｂ
　
ホ
ユ
ト
　
マ
ユ
オ
　
カ
ン
デ
ー
　
ヤ
マ

ゴ
エ
デ
ー
　
ア
レ
ァ
　
ド
コ
　
イ
ッ
タ
ン
エ
　

ア
ノ
　
マ
ユ
　
ウ
ン
ニ（
売
り
に
）　
イ
ッ

タ
ン
ニ
ャ
ワ
レ
。ホ
ラ
　
イ
チ
ニ
チ
ガ
カ
リ

デ
　
ア
ー
シ
ャ
　
イ
テ
　
イ
ッ
テ
ク
ル
ト
　

イ
ッ
カ
モ（
何
日
も
）　
ア
ー
シ
ャ
　
イ
テ
ー
　

ユ
ー
テ
ワ
　
オ
ッ
タ
ワ
レ
。マ
ユ
オ
　
ワ
タ

シ
ラ
　
シ
タ
ン
。マ
ユ
　
カ
ン
デ
　
ソ
コ
エ
ー
　

ウ
ン
ニ
イ
ッ
タ
ヤ
ワ
レ （
売
り
に
行
っ
た
ん
だ

よ
）　
マ
ユ
オ
。

Ａ
　
マ
ユ
オ
カ
。ソ
レ
ァ
ー
　
カ
ー
チ
ャ
ン
　
イ

ク
ツ
グ
ラ
イ
ノ
　
ト
キ
ヤ
。

Ｂ
　
ソ
レ
　
イ
ク
ツ
ヤ
　
オ
ボ
エ
ネ
ー
ケ
ド
　

ソ
レ
ガ
ー
ワ
タ
シ
ラ
　
マ
ユ
　
コ
シ
ラ
エ
タ

ラ
　
ソ
ノ
　
マ
ユ
オ
ー
　
ホ
ラ
　
ヤ
マ
ゴ

エ
　
イ
ク
ツ
モ
　
コ
エ
タ
リ
　
ア
ガ
ッ
タ
リ
　

ソ
エ
ッ
テ
　
イ
ケ
テ（
い
ら
っ
し
ゃ
っ
て
）。ホ

イ
ト
　
コ
ン
ド
　
ア
ー
シ
ガ
　
ミ
ッ
カ
ホ

ド
　
イ
ト
ー
テ
　
オ
エ
ン（
痛
く
て
た
ま
ら

な
い
）。　
　
　

【
解
説
】

 

・ 

カ
ン
デ
…「
担
い
で
」の
意
味
の
カ
ン
デ
は
、

小
松
市
の
山
間
部
や
白
山
麓
の
白
峰
方
言
な

ど
で
聞
か
れ
ま
す
。

 

・ 

イ
ッ
タ
ン
ニ
ャ
ワ
レ
、オ
ッ
タ
ワ
レ
、ウ
ン
ニ

イ
ッ
タ
ヤ
ワ
レ
…
文
末
詞
〜
ワ
レ
は
、話
し

手
が
相
手
に「
〜
だ
よ
」と
訴
え
か
け
る
場
合

に
使
わ
れ
ま
す
。

 

・ 

ア
ー
シ
ャ
、ア
ー
シ
…
旧
能
美
郡
の
方
言
で

は
、こ
の
よ
う
に
一
部
の
２
拍
名
詞（
頭
高
の

ア
ク
セ
ン
ト
）で
１
拍
目
が
伸
び
て
発
音
さ

れ
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。

付
記
：
本
連
載
の
第
１
回
は
１
９
９
８
年
４
月

で
し
た
。当
初
は
こ
ん
な
に
長
く
続
け
る
こ
と

に
な
る
と
は
思
い
も
し
ま
せ
ん
で
し
た
が
、気

が
付
い
た
ら
19
年
目
が
終
わ
ろ
う
と
し
て
い
ま

す
。こ
の
度
、諸
事
情
か
ら
来
月
号
で
本
連
載
を

終
え
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。長
年
ご
愛
読
下

さ
っ
た
皆
様
に
、改
め
て
御
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

連載
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昔、丸山町の人は峠越えをして白峰まで繭玉を売り
に行きました。

2017年2月号


