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国立国語研究所の歩み・4

日
本
言
語
地
図

国立国語研究所
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国
立
国
語
研
究
所
の
歩
み
・
4
〈
日
本
言
語
地
図
〉

1

日
本
言
語
地
図
の
た
め
の
調
査

‘

発
端
　
国
立
国
語
研
究
所
が
目
本
全
国
を
対
象
と
す

る
方
言
地
図
の
作
成
を
決
意
し
た
の
は
、
昭
和
2
9
年

の
こ
と
で
あ
っ
た
。
記
録
に
よ
る
と
、
研
究
所
は
昭

和
2
4
年
度
（
発
足
第
一
年
）
に
あ
た
っ
て
、
「
外
国

の
言
語
地
理
学
の
研
究
」
を
江
実
氏
に
委
託
し
て
い

る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
直
接
に
は
こ
の
計
画
と
無
関

係
だ
っ
た
ら
し
い
。
所
長
の
助
言
機
関
で
あ
る
評
議

員
会
で
、
東
条
操
・
中
島
健
蔵
氏
ら
が
研
究
の
推
進

を
強
く
訴
え
た
こ
と
が
、
刺
激
に
な
っ
た
の
だ
と
い

う
。　

日
本
語
の
地
理
的
変
種
は
多
種
多
様
で
あ
る
。
こ

れ
を
一
望
の
も
と
に
お
く
こ
と
は
、
識
者
・
研
究
者

の
永
年
の
希
望
で
あ
っ
た
。
新
村
出
氏
は
、
パ
リ
に

遊
ん
だ
折
、
完
結
し
た
ば
か
り
の
フ
ラ
ン
ス
言
語
地

図
を
ま
の
あ
た
り
に
し
て
、
う
ら
や
ま
し
さ
を
禁
じ

え
な
か
っ
た
と
い
う
（
明
4
2
橋
本
進
吉
宛
書
翰
）
。

そ
の
事
清
は
五
十
年
後
も
変
わ
っ
て
い
な
か
っ
た
。

　
歴
史
の
項
を
見
て
ほ
し
い
が
、
日
本
全
国
を
対
象

と
す
る
方
言
地
図
は
多
く
な
い
。
個
人
の
力
で
は
ど

う
し
よ
う
も
な
い
と
い
う
こ
と
が
原
因
だ
ろ
う
が
、

国
立
国
語
研
究
所
が
発
足
し
活
動
し
は
じ
め
た
の
を

機
会
に
、
な
ん
と
か
実
現
さ
せ
よ
う
と
い
う
気
運
の

盛
り
上
が
っ
た
こ
と
は
、
む
し
ろ
当
然
で
あ
っ
た
。

目
標
　
国
立
国
語
研
究
所
の
行
う
べ
き
事
業
の
ひ
と

つ
に
「
方
言
辞
典
」
の
編
集
刊
行
が
あ
る
（
↓
本
研

究
所
設
置
法
）
。
「
沖
縄
語
辞
典
」
（
昭
3
8
）
の
刊
行

は
そ
の
成
果
の
ひ
と
つ
だ
が
、
全
方
言
事
象
の
全
国

図
が
で
き
れ
ば
、
辞
典
の
形
は
な
さ
ず
と
も
、
そ
れ

な
り
に
目
標
を
は
た
し
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
し
か
し
、
す
べ
て
の
方
言
事
象
を
新
し
い
調
査
に

よ
っ
て
収
蔑
す
る
こ
と
は
、
国
語
研
究
所
と
い
え
ど

も
不
可
能
で
あ
る
。
そ
こ
で
「
方
言
地
図
」
作
成
の

た
め
の
調
査
を
開
始
す
る
に
あ
た
っ
て
、
わ
れ
わ
れ

は
次
の
よ
う
な
目
標
を
立
て
た
。

　
一
、
現
代
日
本
標
準
語
の
基
盤
と
そ
の
成
立
過
程

を
明
ら
か
に
す
る
一
現
代
日
本
標
準
語
は
、
現
代

文
章
語
と
と
も
に
発
展
し
っ
っ
あ
る
。
関
東
と
く
に

東
京
の
こ
と
ば
を
基
盤
と
す
る
が
、
同
じ
表
現
を
使

う
地
域
は
ど
こ
に
ど
れ
ほ
ど
の
広
さ
で
見
ら
れ
る
の

か
。
他
の
い
か
な
る
表
現
の
分
布
領
域
と
対
立
し
て

い
る
の
か
。
さ
ら
に
、
標
準
語
は
ど
の
よ
う
な
経
過

を
た
ど
っ
て
成
立
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
－
方
言
地

図
は
、
そ
れ
を
解
明
す
る
は
ず
で
あ
る
。

　
二
、
日
本
語
の
方
言
的
差
異
の
成
立
と
、
各
種
方

言
語
形
の
歴
史
を
明
ら
か
に
す
る
一
た
と
え
ば
、
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上
方
方
言
は
日
本
語
の
中
で
ど
ひ
ょ
う
な
位
置
を
占

め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
各
種
の
一
見
珍
奇
な
方
言
語

形
も
、
そ
れ
ぞ
れ
由
来
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
一
1
方

言
地
図
ば
、
こ
れ
ら
に
つ
い
て
．
の
解
答
を
与
、
X
る
は

ず
で
あ
る
。

　
純
粋
な
“
言
語
学
的
興
味
”
か
ら
は
、
ま
た
別
の

目
標
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
が
、
わ
れ
わ
れ
は

以
上
の
よ
う
に
考
え
た
。

計
画
　
昭
和
3
0
年
・
3
1
年
の
二
年
間
は
、
準
備
期
間

に
あ
て
ら
れ
る
。

　
実
際
の
調
査
は
、
研
究
所
員
だ
け
で
は
手
に
負
え

な
い
の
で
、
全
国
各
地
在
住
の
研
究
者
に
も
委
託
し

て
行
う
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
ら
の
研
究
者
を

地
方
研
究
員
と
い
う
が
、
こ
の
寒
々
に
も
調
査
の
目

的
や
方
法
を
理
解
し
て
も
ら
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

　
調
査
地
点
は
ど
の
よ
う
に
選
ぶ
か
、
調
査
対
象
と

し
て
ど
ん
な
人
に
つ
い
て
尋
ね
る
か
、
質
問
は
ど
の

よ
う
な
方
式
に
よ
る
か
、
調
査
項
目
と
し
て
は
何
を

選
ぶ
か
、
な
ど
も
決
め
な
け
れ
ぽ
な
ら
な
い
。

　
調
査
地
点
は
、
最
終
的
に
二
千
四
百
地
点
と
き
ま

っ
た
。
こ
れ
を
北
海
道
宗
谷
岬
か
ら
沖
縄
波
照
間
島

ま
で
、
満
遍
な
く
ぼ
ら
ま
く
。
．
調
査
対
象
は
、
各
地

点
男
子
一
名
と
し
、
明
治
3
6
年
生
ま
れ
（
調
査
終
了

時
潜
六
十
歳
と
考
え
た
）
を
最
下
限
と
し
た
。
こ
の

年
層
は
、
昭
和
3
5
年
現
在
約
四
百
八
十
万
人
と
推
定
．

さ
れ
る
の
で
、
わ
れ
わ
れ
は
そ
の
う
ち
の
二
千
人
に

つ
い
て
ひ
と
り
ず
つ
調
査
し
た
こ
と
に
な
る
。
質
問

法
は
内
面
接
法
と
し
、
多
く
の
調
査
者
に
よ
る
共
同

調
査
な
の
で
、
絵
を
使
っ
た
り
、
全
国
統
一
し
た
質

問
文
－
標
準
語
を
与
え
ず
に
聞
く
（
頭
の
上
の
毛

の
う
ず
を
何
と
い
う
か
式
の
）
い
わ
ゆ
る
ナ
ゾ
ナ
ゾ

式
1
に
よ
る
こ
と
に
し
た
。

　
調
査
項
目
に
つ
い
て
は
、
地
方
研
究
員
か
ら
の
提

案
を
求
め
、
さ
ら
に
調
査
セ
ン
タ
ー
で
あ
る
国
立
国

語
研
究
所
地
方
言
語
研
究
室
で
の
独
自
の
考
え
方
を

加
え
て
、
準
備
調
査
を
行
い
つ
．
つ
、
絞
り
に
絞
っ

て
、
二
．
百
八
十
五
項
目
と
し
た
。
こ
の
数
は
世
界
の

方
言
地
図
の
調
査
項
目
数
と
比
較
し
て
極
端
に
少
な

い
が
・
（
五
分
の
一
？
）
、
現
実
の
前
に
は
あ
き
ら
め

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
。

　
具
体
的
に
は
、
シ
ェ
入
日
・
ク
ワ
定
日
な
ど
に
つ
い
て

の
若
干
の
音
声
項
目
以
外
は
、
単
語
の
違
い
に
関
す

　
も
の
で
あ
る
。
顔
・
目
・
糸
・
綿
・
太
陽
・
月
・

馬
・
牛
・
魚
・
米
・
貸
す
・
．
借
り
る
・
大
き
い
・
小

さ
い
な
ど
の
日
常
語
と
と
も
に
、
つ
む
じ
炉
も
の
も

ら
い
（
麦
粒
腫
）
・
ま
な
い
た
・
す
り
こ
ぎ
・
一
昨

晩
・
明
々
後
日
・
お
た
ま
じ
ゃ
く
し
・
．
か
た
つ
む

り
。
か
ま
き
り
・
玉
蜀
黍
・
胡
座
を
か
く
・
片
足
と

び
を
す
る
・
早
っ
た
い
・
眩
し
い
な
ど
の
方
言
変
種

の
多
い
項
目
が
選
ば
れ
て
い
る
。

　
調
査
第
二
年
度
の
昭
和
3
3
年
か
ら
は
、
沖
縄
県
地

方
が
調
査
地
域
に
加
え
ら
れ
る
こ
と
に
な
り
、
本
土

部
と
ま
っ
た
く
区
別
の
な
い
調
査
が
行
わ
れ
る
よ
う

に
な
．
つ
た
。
返
還
か
な
り
以
前
だ
っ
た
だ
け
に
、
付

記
し
て
お
い
て
い
い
こ
と
だ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
計
画
が
ま
と
ま
り
、
完
成
す
べ
き
方
言

地
図
の
名
も
「
日
本
言
語
地
図
」
と
き
ま
っ
た
。

実
施
　
二
千
四
百
地
点
で
の
調
査
は
、
蜜
柑
3
2
年
6

丹
2
4
日
に
ば
じ
ま
り
、
約
八
年
間
の
歳
月
を
費
し

て
、
昭
和
4
0
年
8
月
1
4
目
を
も
っ
て
終
了
し
た
。

　
調
査
に
参
加
し
た
人
は
研
究
室
員
（
調
査
実
施
時

の
柴
田
室
長
・
野
元
・
上
村
・
徳
川
各
室
員
）
を
含

む
六
十
五
人
で
、
調
査
の
ほ
と
ん
ど
は
、
地
方
研
究

員
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
（
総
地
点
の
9
2
％
）
。

岩
手
の
小
松
代
融
一
三
、
鹿
児
島
の
上
村
孝
二
氏
は

と
も
に
8
3
地
点
、
新
潟
の
剣
持
隼
一
郎
氏
は
7
9
地
点

を
訪
問
し
た
。
い
ず
れ
も
大
県
で
あ
る
し
本
務
の
か

た
わ
ら
の
調
査
だ
か
ら
、
さ
ぞ
大
変
だ
っ
た
ろ
う
と

思
う
。
沖
縄
の
仲
宗
根
政
善
氏
も
期
間
5
年
4
5
地
点

だ
が
、
離
島
の
多
い
土
地
柄
だ
け
に
、
そ
の
苦
心
は

な
み
な
み
な
ら
ぬ
も
の
が
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
こ

こ
に
挙
げ
な
か
っ
た
人
々
も
、
そ
れ
ぞ
れ
多
く
の
労

力
を
さ
い
て
く
だ
さ
っ
た
。

苦
心
　
面
接
調
査
だ
か
ら
、
い
ず
れ
に
せ
よ
現
地
に

8
3
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出
か
け
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
日
本
．
も
案
外
広
く
、

僻
地
も
少
な
く
な
い
。
バ
ス
の
通
わ
な
い
所
も
あ
る
．

か
ら
、
実
際
な
か
な
か
大
変
で
あ
る
。
戦
後
生
ま
れ

の
方
言
研
究
者
に
は
オ
ー
ナ
ー
ド
ラ
イ
バ
ー
も
多
い

が
、
こ
の
「
日
本
言
語
地
図
」
の
調
査
で
自
家
用
車

を
使
っ
た
と
い
う
話
は
き
か
な
い
。
そ
の
か
わ
り
、

自
転
車
で
雨
に
ぬ
か
る
道
を
走
っ
て
い
た
と
こ
ろ
、

が
け
か
ら
こ
ろ
が
り
落
ち
て
危
く
九
死
に
一
生
を
得

た
と
か
、
暗
い
夜
道
を
二
時
間
以
上
歩
い
て
途
方
に

く
れ
て
い
た
と
こ
ろ
、
折
よ
く
通
っ
た
材
木
ト
ラ
ッ

ク
に
拾
わ
れ
た
と
か
、
郵
便
船
で
離
島
に
渡
ろ
う
と

し
た
ら
、
危
く
大
波
に
さ
ら
わ
れ
そ
う
に
な
っ
た
と

か
い
う
話
は
、
枚
挙
に
暇
が
な
い
。
　
　
　
，

　
よ
う
や
く
現
地
に
」
た
ど
り
つ
い
て
も
、
こ
ん
ど
は

適
当
な
方
言
提
供
者
を
さ
が
す
苦
労
が
あ
る
。
年
齢

の
制
限
に
つ
い
て
は
す
で
に
述
べ
た
が
、
難
物
は
居

住
経
歴
に
つ
い
て
の
制
限
だ
っ
た
。
な
る
べ
く
そ
の

土
地
ら
し
い
こ
と
ば
を
聞
こ
う
と
い
う
の
で
、
〈
そ

の
土
地
生
ま
れ
で
そ
の
土
地
育
ち
、
大
人
に
な
っ
て

か
ら
の
よ
．
ご
で
の
生
活
経
験
三
年
以
内
V
と
い
う
条

件
が
つ
け
ら
れ
て
い
た
。
土
地
に
よ
っ
て
は
た
い
し

て
支
障
に
な
ら
な
い
の
で
あ
る
が
、
正
常
な
人
な
ら

こ
ん
な
経
歴
の
人
は
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
っ
た
出
稼

ぎ
村
も
あ
る
。
役
場
で
尋
ね
て
も
わ
か
ら
な
い
、
道

行
く
人
に
き
い
て
も
心
当
た
り
が
な
い
、
し
か
た
が

な
い
の
で
と
う
と
う
警
察
に
頼
み
こ
ん
だ
と
い
う
話

も
あ
る
。
適
当
な
人
が
つ
い
に
見
つ
か
ら
ず
そ
の
日

は
空
し
く
帰
宅
し
て
、
改
め
て
出
直
し
た
な
ど
と
い

う
ケ
ー
ス
ざ
え
し
ば
し
ば
あ
っ
た
。
研
究
所
の
用
意

し
た
費
用
は
僅
か
な
も
の
だ
っ
た
か
ら
（
昭
和
3
2

年
、
　
一
地
点
平
均
二
千
円
）
、
．
セ
ン
タ
ー
と
し
て
は

心
苦
し
い
限
り
で
あ
っ
た
。

　
ど
う
や
ら
方
言
提
供
者
に
め
ぐ
り
あ
え
て
も
、
そ

の
人
が
毫
漕
ぎ
み
だ
っ
．
た
り
す
る
と
、
め
も
あ
て
ら

れ
な
い
。
以
前
は
明
晰
な
人
だ
っ
た
に
相
違
な
い
の

だ
が
、
こ
ち
ら
の
質
問
の
趣
旨
を
う
ま
く
の
み
こ
ん

で
く
れ
な
い
場
合
な
ど
、
帰
り
の
バ
ス
の
時
刻
は
気

に
な
る
し
、
泣
く
に
泣
け
な
い
気
持
ち
に
な
る
。
し

ゃ
べ
り
過
ぎ
の
人
も
困
り
も
の
だ
。
わ
ざ
わ
ざ
遠
く

か
ら
訪
ね
て
来
た
と
喜
ん
で
く
れ
る
気
持
ち
は
よ
く

わ
か
る
が
、
質
問
と
無
関
係
な
昔
話
を
な
が
な
が
さ

れ
る
と
、
明
日
の
予
定
も
あ
る
こ
と
だ
し
、
ほ
ん
と

う
に
困
っ
て
し
ま
う
。
同
席
者
が
い
て
目
ざ
す
方
言

提
供
者
の
回
答
を
掩
乱
す
る
の
に
も
弱
り
は
て
る
。

こ
ち
ら
が
納
得
し
な
い
よ
う
な
顔
を
す
る
と
、
同
席

者
は
ま
す
ま
す
言
い
つ
の
る
一
方
、
当
の
提
供
者
は

い
よ
い
よ
押
し
黙
っ
て
し
ま
う
、
な
ど
と
い
う
こ
と

も
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
質
問
は
全
国
的
視
野
の
下
に
選
ば
れ
て
い
る
か

ら
、
各
地
方
研
究
員
の
担
当
地
域
内
で
は
、
全
く
地

域
差
の
出
な
い
項
目
が
い
く
つ
も
あ
る
。
こ
ん
な
わ

か
り
き
っ
た
こ
と
を
な
ぜ
こ
れ
ほ
ど
苦
労
し
て
尋
ね

る
必
要
が
あ
る
の
が
と
、
非
情
な
セ
ン
タ
ー
を
遠
く

恨
ん
だ
人
は
、
さ
ぞ
多
か
っ
た
で
あ
ろ
う
。
調
査
そ

の
も
の
が
統
一
の
名
の
も
と
に
規
格
化
さ
れ
て
い
る

の
だ
か
ら
、
な
お
さ
ら
で
あ
る
。

　
も
っ
と
も
、
す
べ
て
の
調
査
が
以
上
の
よ
う
な
悲

劇
的
な
も
の
ば
か
り
だ
っ
た
と
は
言
え
な
い
。
緑
濃

い
山
野
を
歩
き
、
満
天
の
星
の
も
と
に
宿
り
、
失
わ

れ
か
け
た
人
の
情
け
に
触
れ
る
こ
と
が
で
き
る
の

は
、
方
言
調
査
の
余
徳
で
あ
る
。
思
い
が
け
ぬ
珍
ら

し
い
言
語
現
象
の
生
き
た
姿
に
接
す
る
こ
と
が
で
き

る
の
も
、
現
地
調
査
な
ら
で
は
の
．
こ
と
と
言
え
よ

う
。
調
査
が
ひ
ど
と
お
り
す
ん
で
、
ほ
っ
と
一
息
い

れ
る
一
杯
の
お
茶
は
な
に
よ
り
の
御
馳
走
だ
し
、
家

族
の
幸
せ
や
農
業
の
行
く
末
を
語
り
合
う
の
も
、
し

み
じ
み
と
し
た
勉
強
に
な
る
Q

　
こ
う
し
て
後
髪
を
引
か
れ
な
が
ら
調
査
地
点
を
辞

去
、
す
る
の
で
あ
る
が
、
長
い
間
人
の
行
く
手
を
は
ば

ん
で
ぎ
た
渓
谷
を
の
ぞ
き
、
何
百
年
来
遠
国
か
ら
の

物
資
を
通
過
さ
せ
て
き
た
峠
を
越
え
、
村
の
創
設
以

来
亡
き
人
を
送
り
嫁
を
迎
え
た
細
道
を
下
っ
て
、
方

言
の
差
異
を
生
み
出
し
、
新
し
い
表
現
を
運
ん
で
き

た
環
境
に
、
そ
ぞ
ろ
思
い
を
い
た
す
の
で
あ
っ
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
徳
川
宗
賢
）
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日
本
言
語
地
図
作
成
の
手
順

　
日
本
言
語
地
図
作
成
の
た
め
の
、
調
査
の
結
果
と

し
て
、
地
方
言
語
研
究
室
に
は
、
二
八
五
項
目
、
計

約
五
四
万
枚
の
カ
…
ド
が
、
質
問
項
目
別
に
分
類
さ

れ
、
カ
ー
ド
ボ
ッ
ク
ス
に
保
管
さ
れ
て
い
る
（
な

お
、
原
調
査
票
は
調
査
者
の
手
許
に
保
管
さ
れ
て
い

惹
。
こ
れ
は
、
地
震
な
ど
の
災
害
時
に
貴
重
な
資
料

を
一
挙
に
失
5
1
こ
と
を
お
そ
れ
る
た
め
で
あ
る
）
。

　
カ
ー
ド
の
見
本
を
次
に
示
そ
う
。

　
D
は
項
目
番
号
で
、
見
本
の
「
〇
一
一
」
は
「
ま

む
し
」
の
項
目
、
幻
は
回
答
語
形
の
記
入
欄
、
の
は

被
調
査
者
・
調
査
老
・
同
席
者
の
、
そ
の
語
形
を
め

ぐ
る
説
明
な
ど
の
注
記
欄
、
の
は
地
点
番
号
（
「
方

言
調
査
基
礎
図
」
の
シ
ス
テ
ム
に
よ
る
。
上
四
桁
は

国
土
地
理
院
五
万
分
一
地
形
図
の
枠
に
相
当
す
る
地

．
域
を
示
し
、
下
二
桁
は
そ
れ
を
さ
ら
に
百
等
分
し
允

一
定
の
枠
を
示
す
）
の
記
入
欄
で
あ
る
（
見
本
の

刈
ω
q
q
・
o
。
ド
は
大
分
県
直
入
郡
久
住
町
久
住
）
。

地調6・）一・4翌35ら．，、

3）

〈mamuliは希。

　mahebiがふつう。

　また雄をiratakaと

　いう〉

1）011｝日本言語地図

mamuliの

mahebi

’

○
（実物は図書カード大である）

　
さ
て
、
カ
L
ド
に
基
づ
い
て
言
語
地
図
が
完
成
す

を
ま
で
の
作
業
過
程
を
説
明
し
よ
う
。
現
在
、
地
図

編
集
の
仕
事
に
直
接
た
ず
さ
わ
っ
て
い
る
老
は
、
研

究
員
五
名
、
研
究
補
助
員
一
名
（
二
名
の
期
間
も
あ

っ
た
）
、
非
常
勤
職
員
一
名
（
グ
・
ー
タ
ー
ス
師
）

と
ア
ル
バ
イ
タ
L
数
名
で
あ
る
が
、
複
数
の
人
間
が

大
量
か
つ
複
雑
な
資
料
を
一
貫
し
た
原
理
で
、
、
、
ス
の

な
い
よ
う
に
処
理
す
る
た
め
に
は
、
あ
ら
か
じ
め
一

定
の
作
業
手
順
が
考
慮
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
一
つ

一
つ
の
語
形
に
符
号
を
与
え
、
し
か
も
多
色
刷
り
の

地
図
を
作
る
こ
と
は
意
外
に
厄
介
な
仕
事
で
あ
り
、

作
業
経
験
を
積
む
に
つ
れ
て
そ
の
手
順
の
不
備
を
是

正
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
た
が
、
現
在
で
は
お
よ
そ
次

の
手
順
で
作
図
・
編
集
が
行
な
わ
れ
て
い
る
。

　
作
図
項
目
決
定
↓
作
図
構
想
↓
第
一
草
稿
作
成
↓

8
4
．

再
・
　
　
、
・

r
∵



’

ん
　
　
　
　
．
夢

角

御

　
第
一
検
討
会
↓
第
二
草
稿
作
成
↓
第
二
検
討
会
工

　
原
稿
作
成
↓
最
終
検
討
会
↓
見
出
し
内
容
作
成
↓

　
清
書
用
併
用
版
作
成
↓
併
用
版
か
ら
清
書
版
へ
転

　
写
↓
各
色
清
書
版
作
成
↓
全
カ
ー
ド
を
地
点
番
号

　
順
配
列
に
戻
す
↓
注
記
一
覧
作
成

「
作
図
項
目
決
定
↓
作
図
構
想

　
一
つ
の
質
問
項
目
ご
と
に
一
枚
の
地
図
が
作
ら
れ

る
と
は
限
ら
な
い
。
項
目
に
よ
っ
て
は
方
言
量
（
語

形
の
種
類
）
が
極
め
て
多
く
、
凡
例
ス
ペ
ー
ス
の
制

約
や
地
図
が
見
に
く
く
な
る
た
め
、
止
む
を
得
ず
二

枚
の
地
図
に
分
割
し
て
出
版
し
た
も
の
が
あ
る
。
ま

た
、
比
較
的
大
ま
か
な
分
類
に
よ
る
地
図
の
ほ
か

に
、
あ
る
語
形
群
に
つ
い
て
小
変
種
を
分
出
し
、
別

図
（
詳
細
図
）
と
し
て
出
版
し
た
項
目
や
、
動
詞
・

形
容
詞
に
つ
い
て
は
、
前
部
分
と
後
部
分
と
（
た
と

え
ば
、
ク
ス
グ
ッ
タ
イ
の
閑
d
ω
¢
1
0
C
日
月
》
同
）

を
二
枚
の
地
図
に
分
け
た
項
目
も
あ
る
。
そ
の
ほ

か
、
二
つ
の
相
互
に
関
連
の
あ
る
項
目
に
つ
い
て
、

各
項
目
の
図
と
別
に
二
項
目
の
総
合
図
（
「
あ
ざ
」

と
「
ほ
く
ろ
」
の
総
合
図
な
ど
）
を
作
成
し
て
語
彙

の
体
系
的
側
面
を
図
示
し
た
も
の
（
第
六
集
で
は
三

項
目
の
総
合
図
も
予
定
し
て
い
る
）
も
あ
る
。

＝
、
第
一
草
稿
作
成
↓
第
一
検
討
会

　
項
目
ご
と
に
地
点
番
号
順
に
並
べ
て
あ
る
ガ
ー
ド

を
語
形
別
に
分
類
す
る
。
こ
の
段
階
で
は
音
声
的
変

種
を
含
め
少
し
で
も
差
の
あ
る
語
形
は
原
則
と
し
て

す
べ
て
分
出
す
る
が
、
同
一
音
声
の
個
人
的
表
記
差

と
認
め
ら
れ
る
も
の
（
［
昌
と
［
』
・
［
z
］
と
冒
］
・

［
鉾
］
と
［
乞
・
□
呂
と
［
賢
］
な
ど
）
は
ま
と
め
る
。

そ
の
ほ
か
、
鐸
］
と
［
O
］
・
［
乙
と
冨
．
］
な
ど
の
よ
う
に

将
来
の
完
成
図
で
露
出
す
る
見
通
し
の
な
い
変
種
は

こ
の
段
階
で
ま
と
め
る
こ
と
が
あ
る
。

　
各
語
形
に
は
、
「
今
は
使
わ
な
い
が
、
自
分
が
昔

使
っ
た
」
「
新
し
い
こ
と
ば
」
「
ユ
ー
モ
ア
の
あ
る
言

い
方
」
「
下
品
な
こ
と
ば
」
「
共
通
語
的
場
面
で
使

う
」
「
隠
語
」
「
こ
ど
も
に
対
し
て
使
う
」
「
た
ま
に

し
か
使
わ
な
い
」
な
ど
の
注
記
の
あ
る
も
の
も
あ
る

が
、
こ
の
段
階
で
は
、
原
則
と
し
て
、
す
べ
て
の
語

形
を
採
用
す
る
。
た
だ
し
、
採
否
が
問
題
に
な
り
そ

う
な
注
記
の
あ
る
も
の
は
チ
ェ
ッ
ク
し
、
検
討
会
に

か
け
る
。

　
な
お
、
一
つ
の
項
目
に
つ
い
て
の
一
つ
の
語
形
を

記
入
し
た
カ
ー
ド
（
「
単
用
」
と
称
す
る
）
と
二
つ
以

上
の
語
形
を
記
入
し
た
（
カ
ー
ド
「
併
用
」
と
称
す
る
）

と
は
、
別
々
に
分
類
す
る
。
こ
れ
は
地
図
に
ス
タ
ン

プ
を
押
す
作
業
の
能
率
化
の
た
め
で
あ
る
が
、
と
く

に
、
多
色
刷
の
地
図
で
は
、
色
刷
の
版
を
作
成
す
る

必
要
が
あ
る
た
め
、
こ
の
方
法
が
有
効
で
あ
る
。

　
草
稿
分
類
が
す
む
と
、
笑
出
し
た
語
形
を
い
く
つ

か
の
語
形
群
（
語
類
）
に
分
け
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
形

一
定
の
色
（
赤
・
桃
・
澄
・
茶
・
緑
・
草
・
空
・
紺

の
八
色
が
用
意
さ
れ
て
い
る
）
を
与
え
、
ま
た
、
　
一

つ
の
語
類
の
中
の
そ
れ
ぞ
れ
の
語
形
に
一
つ
の
符
号

を
与
え
る
。
そ
の
場
合
、
類
似
語
漏
に
は
類
似
色
を
、

ま
た
類
似
語
形
に
は
類
似
符
号
を
与
え
る
こ
と
が
原

則
で
あ
る
が
、
地
図
の
解
釈
が
進
む
に
つ
れ
て
、
語

形
が
似
た
も
の
で
も
そ
れ
ぞ
れ
隻
語
類
に
属
す
る
と

判
断
さ
れ
る
ケ
ー
ス
や
、
互
い
に
か
け
離
れ
た
語
形

で
も
命
名
の
発
想
に
共
通
の
要
素
が
認
め
ら
れ
る
場

合
な
ど
は
同
じ
語
類
と
し
て
扱
う
例
な
ど
が
現
わ
れ

る
こ
と
が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
れ
ら
は
作
図
し
て

は
じ
め
て
発
見
、
あ
る
い
は
判
断
の
可
能
な
場
合
が

多
い
の
で
、
最
初
の
作
図
段
階
で
は
解
釈
に
深
入
り

せ
ず
、
語
形
の
距
離
に
応
じ
て
、
淡
々
と
、
い
わ
ば
．

機
械
的
に
、
符
号
を
与
え
ざ
る
を
得
な
い
。

　
日
本
言
語
地
図
に
は
二
四
〇
種
類
の
符
号
が
使
わ

れ
て
い
る
（
地
図
見
本
参
照
）
。
こ
れ
ら
は
日
本
言

語
地
図
用
に
考
案
し
た
も
の
で
、
そ
れ
ぞ
れ
の
符
号

を
刻
印
し
た
ゴ
ム
印
と
」
先
の
八
色
（
ほ
か
に
草
稿

用
と
し
て
牡
丹
・
紫
・
黒
）
の
ス
タ
ン
プ
イ
ン
ク
が

用
意
さ
れ
て
い
る
。
二
四
〇
の
種
類
の
符
号
は
、
符

号
の
向
き
を
変
え
る
こ
と
に
よ
り
計
約
千
通
り
の
使

い
方
が
可
能
（
●
の
よ
う
に
一
通
り
の
使
い
方
し
か

で
き
な
い
も
の
、
□
の
よ
う
に
二
通
り
、
一
の
よ
う

に
四
通
り
、
↑
の
よ
う
に
型
通
り
の
使
い
方
が
で
き
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る
も
の
な
ど
）
で
、
．
こ
れ
に
色
に
よ
る
区
別
を
加
え
「

れ
ぽ
約
八
千
の
変
種
を
表
わ
し
う
る
。
一
枚
の
地
図

に
登
載
し
う
る
語
形
の
種
類
は
二
三
〇
前
後
、
二
枚

の
地
図
に
分
割
し
た
場
合
で
も
計
四
六
〇
程
度
だ
か

ら
、
こ
れ
だ
け
の
符
号
で
充
分
す
ぎ
る
は
ず
で
あ
る

が
、
現
実
に
は
、
符
号
が
不
足
し
て
作
図
に
苦
心
す

る
場
合
が
あ
る
。
そ
の
苦
心
は
現
場
で
作
図
に
た
ず

さ
わ
っ
て
初
め
て
経
験
し
う
る
も
の
で
、
そ
の
理
由

を
一
口
に
説
明
す
る
の
は
む
ず
か
し
い
が
、
一
つ
に

は
、
あ
る
項
目
で
分
出
し
よ
う
と
す
る
語
形
の
種
類

は
そ
れ
ほ
ど
多
く
な
く
と
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
形
を

構
成
す
る
形
態
素
が
か
な
り
の
種
類
に
の
ぼ
る
と
き

や
、
音
声
的
小
変
種
を
分
出
し
よ
う
と
す
る
と
き

に
、
符
号
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
す
る
特
徴
の
種
類
が

多
様
で
あ
る
場
合
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
語
形
の
構
成
要

素
や
音
声
的
特
徴
を
充
分
に
考
慮
し
て
符
号
を
与
え

る
こ
と
が
困
難
な
こ
と
が
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

　
た
と
え
ぽ
、
「
月
」
の
項
目
（
未
刊
）
で
、
ツ
．

‘
ギ
・
オ
ツ
キ
・
ツ
キ
サ
ン
・
オ
ツ
キ
サ
ソ
。
ツ
キ
サ

マ
。
ナ
ッ
キ
サ
マ
な
ど
の
語
形
群
に
お
け
る
、
接
頭

辞
オ
の
有
無
、
サ
ン
。
サ
マ
な
ど
の
敬
称
の
有
無
・

種
類
、
さ
ら
に
、
ツ
キ
の
ツ
部
分
の
子
音
の
［
房
］

ワ
・
。
〕
［
昌
な
ど
破
擦
と
破
裂
の
別
、
キ
部
分
の
母

音
［
二
［
昌
．
［
昌
［
¢
］
な
ど
の
違
い
ワ
ω
q
町
］
［
誘
ロ
曾
］

E
N
三
二
［
爵
呂
二
の
よ
う
な
無
声
と
有
声
の
対
立

な
ど
に
つ
い
て
、
そ
れ
ら
の
特
徴
を
、
符
号
の
大

小
、
－
ぬ
き
符
号
と
ぬ
り
つ
ぶ
し
符
号
、
円
系
、
三
角

系
、
四
角
系
な
ど
形
の
系
統
に
よ
る
区
別
、
符
号
の

向
き
な
ど
に
よ
り
一
貫
し
た
原
理
で
表
現
し
よ
う
と

試
み
る
が
、
限
界
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
．

は
、
」
地
図
の
解
釈
に
よ
り
重
要
と
考
え
ら
れ
る
特
徴

か
ら
優
先
的
に
符
号
が
考
慮
さ
れ
る
が
、
、
そ
の
最
終

的
判
断
は
検
討
会
に
ゆ
だ
ね
ら
れ
、
研
究
員
全
員
の

討
議
を
経
て
決
め
ら
れ
る
。

　
草
稿
用
凡
例
が
で
き
る
と
押
印
担
当
者
（
熟
練
し

た
女
性
ア
．
ル
バ
イ
タ
ー
）
の
手
で
一
地
点
ず
つ
白
地

図
の
上
に
押
印
さ
れ
、
検
討
会
に
回
さ
れ
る
つ

三
、
第
二
草
稿
作
成
↓
原
稿
作
成
↓
最
終
検
討
会
　
、

　
第
一
検
討
会
の
方
針
に
従
い
、
小
変
種
を
ま
と
め

る
方
向
で
分
類
整
理
を
進
め
、
第
二
草
稿
地
図
が
作

ら
れ
惹
。
こ
の
図
で
は
凡
例
に
日
本
言
語
地
図
用
の

大
文
字
の
ロ
：
マ
字
表
記
を
使
用
す
る
。

　
第
二
草
稿
地
図
が
で
き
る
と
再
び
検
討
会
に
か
け

ら
れ
る
が
、
こ
の
段
階
で
「
併
用
処
理
」
の
対
象
語

形
が
決
め
ら
れ
る
。
「
併
用
処
理
」
と
は
、
．
同
一
地

点
で
二
個
以
上
の
回
答
が
あ
っ
て
、
一
方
の
標
準
語

（
と
認
め
た
語
形
）
と
一
致
す
る
回
答
に
「
共
通
語

的
」
「
新
」
「
上
品
」
「
改
ま
っ
た
場
合
」
「
ま
れ
に
し

か
使
わ
な
い
」
お
よ
び
こ
れ
に
準
ず
る
注
記
が
．
あ
る

．
場
合
、
原
則
と
し
て
そ
の
回
答
を
割
愛
す
る
も
の
で

あ
る
。
こ
れ
は
、
日
本
言
語
地
図
に
は
「
く
つ
ろ
い

で
親
し
い
人
た
ち
と
話
し
合
う
と
き
使
う
こ
と
ば
」

を
記
載
し
、
こ
れ
と
位
相
の
異
な
る
語
を
削
除
し
よ

う
と
す
る
原
則
に
基
づ
く
。
な
お
、
割
愛
し
た
語
形

と
そ
の
地
点
は
「
日
本
言
語
地
図
資
料
」
に
記
録

し
、
研
究
室
に
保
存
し
て
あ
る
。

　
第
二
検
討
会
で
は
地
図
の
解
釈
に
立
ち
入
っ
て
、

語
類
お
よ
び
語
形
の
ま
ど
め
方
、
各
書
類
へ
の
色
の

与
え
方
、
各
見
出
し
語
形
へ
の
符
号
の
与
え
方
、
凡

例
の
見
出
し
語
形
の
配
列
な
ど
が
討
議
さ
れ
、
必
要

と
認
め
れ
ば
第
三
草
稿
地
図
を
作
る
こ
と
が
あ
る

が
、
問
題
が
な
け
れ
ぽ
原
稿
地
図
作
成
へ
と
進
む
。

そ
の
後
の
検
討
会
で
は
一
々
の
見
出
し
語
形
に
つ
い

て
念
入
り
に
検
討
し
、
修
正
を
要
す
る
場
合
は
改
訂

原
稿
を
作
る
こ
と
が
あ
る
が
、
そ
の
必
要
が
な
け
れ

ば
見
出
し
内
容
作
成
へ
進
む
。
な
お
、
最
終
検
討
会

で
は
、
分
布
の
．
分
析
を
基
本
と
し
て
、
地
図
の
解
釈

を
深
め
、
「
解
説
書
」
の
骨
子
を
完
成
す
る
。

四
、
見
出
し
内
容
作
成

　
「
見
出
し
内
容
」
と
は
、
地
図
の
見
出
し
語
形
に

は
ど
の
よ
う
な
変
種
が
含
ま
れ
て
い
る
か
、
そ
れ
ぞ

れ
の
変
種
（
群
）
は
ど
こ
に
分
布
す
る
か
を
一
覧
表
に

記
録
し
た
も
の
で
あ
る
。
第
四
集
二
四
〇
図
「
す
み

れ
」
に
お
け
る
見
出
し
語
形
N
囲
幻
○
（
し
d
O
）
↓
〉
國
○

（
ゆ
○
）
の
内
容
を
例
と
し
て
示
そ
う
。
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「
見
出
し
内
容
」
は
、
「
注
記
一
覧
」
（
各
地
点
各
語

形
の
注
記
を
記
入
し
た
も
の
）
と
と
も
に
保
存
さ
れ

て
い
る
。

五
、
清
書
版
作
成

分布（単用）　　　　　分布（併用）

6528．21，6528，64，6630．43　　6538．46

6378．87

6583．93

6549．03

6582．48

6563．58

6584．90

　　　語形の内容

d5irotaro

　　　　　　　
ジロオタロオ．ゆro：taro：

girotaro

d5irombotarombo（nohana）
d5irobotarobo

5irombotarombo

　
最
終
原
稿
地
図
が
完

成
す
れ
ば
そ
れ
を
印
刷

所
へ
送
っ
て
校
正
刷
を

待
つ
の
。
が
一
般
の
や
り

方
で
あ
ろ
う
が
、
こ
の

地
図
の
場
合
は
、
色
別

の
清
書
版
作
成
の
段
階

ま
で
研
究
室
員
（
女
性

研
究
補
助
員
）
の
手
で

作
業
を
進
め
て
い
る
。

こ
の
段
階
に
お
け
る
最

大
の
難
関
は
併
用
地
点

の
押
印
で
あ
ろ
う
。
と

く
に
三
語
形
以
上
の
併

用
は
押
印
者
泣
か
せ
で

あ
る
。
最
終
原
稿
ま
で

O
地
図
で
は
各
色
と
も

同
じ
地
図
に
押
印
す
る

の
で
聞
題
が
少
い
が
、

清
書
版
は
色
別
に
作
成

す
る
の
で
、
各
色
に
ま

た
が
る
併
用
に
つ
い
て
は
一
ミ
リ
の
誤
差
も
許
さ
れ

な
い
。
さ
も
な
い
と
、
印
刷
完
成
の
段
階
で
符
号
が

重
な
る
お
そ
れ
が
あ
る
。
言
語
地
図
の
見
本
（
二
二

八
図
「
ま
む
し
」
の
一
部
）
を
示
そ
う
。

．
見
本
で
は
、
九
州
か
ら
中
国
・
四
国
の
一
部
に
か

け
て
の
地
域
を
、
色
の
区
別
を
省
略
し
て
示
し
た
。

地
点
密
度
は
原
図
の
ま
ま
で
あ
る
が
、
符
号
の
形
は

一
部
変
更
し
た
。
詳
し
く
は
原
図
を
見
て
ほ
し
い
。

　
「
ま
む
し
」
の
図
の
解
釈
に
つ
い
て
二
、
三
の
問

題
点
を
あ
げ
て
お
こ
う
。
な
お
、
こ
の
図
は
二
二
六

図
「
へ
び
」
と
関
連
が
あ
り
、
地
図
の
解
釈
に
つ
い

て
も
両
図
を
併
せ
て
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

　
九
州
南
部
に
一
領
域
を
も
つ
マ
ム
シ
類
は
、
北
海

道
、
東
北
の
一
部
、
本
州
中
央
部
に
広
い
領
域
を
占

め
、
全
国
的
に
み
て
最
も
強
力
な
語
形
で
あ
る
。
九

州
東
部
の
マ
ヘ
ビ
類
は
、
こ
の
地
域
の
外
は
福
島
東

部
と
埼
玉
西
部
に
散
在
す
る
だ
け
で
い
ず
れ
も
マ
ム

シ
と
隣
接
し
て
い
る
か
ら
、
こ
れ
ら
は
、
そ
れ
ぞ
れ

の
地
域
で
、
マ
ム
シ
を
マ
ヘ
ビ
と
言
い
換
え
る
こ
と

に
よ
っ
て
生
ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。

　
九
州
北
西
部
の
ヒ
ラ
ク
チ
類
は
こ
の
外
の
地
域
に

は
見
ら
れ
な
い
が
、
ク
チ
を
含
む
語
形
と
し
て
は
、

別
に
ク
チ
ハ
ビ
・
ク
チ
サ
ビ
・
ク
チ
ハ
メ
・
ク
チ
マ

メ
・
ク
チ
メ
な
ど
が
東
北
、
関
東
、
中
国
、
四
国
の

そ
れ
ぞ
れ
一
部
に
残
存
的
に
分
布
し
て
お
り
、
ま
た

「
へ
．
ビ
」
の
図
で
は
ク
チ
ナ
ワ
類
が
主
と
し
て
西
日

本
に
広
く
分
布
し
て
い
る
か
ら
、
ク
チ
～
・
～
ク
チ

類
の
歴
史
的
位
置
は
慎
重
な
検
討
を
要
す
る
。
九
州

北
西
部
で
は
「
へ
び
」
を
ク
チ
ナ
ワ
、
「
ま
む
し
」
を

ヒ
ラ
ク
チ
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
こ
で
は
「
ま
む

し
」
を
ヒ
ラ
ク
チ
ナ
ワ
と
呼
び
、
そ
の
略
称
と
し
て

ヒ
ラ
ク
チ
の
語
形
が
生
ま
れ
た
も
の
か
。

　
中
国
・
四
国
の
ハ
、
ミ
・
ハ
メ
類
は
、
こ
の
地
域
か

ら
近
畿
南
西
に
か
け
て
か
な
り
の
領
域
を
占
め
る
℃

こ
の
よ
う
な
語
頭
が
国
〉
の
語
形
は
「
へ
び
」
の
図

で
は
琉
球
（
℃
〉
～
が
多
い
）
以
外
に
は
見
ら
れ
ず
、

「
ま
む
し
」
の
図
で
は
、
単
独
あ
る
い
は
構
成
要
素

（
ク
チ
ハ
ビ
な
ど
）
と
し
て
全
国
に
分
布
す
る
が
、
こ

の
＝
〉
（
剛
諺
）
～
と
国
国
～
と
の
歴
史
的
関
係
に
つ
い

て
も
、
マ
ム
シ
類
、
ク
チ
～
・
～
ク
チ
類
な
ど
と
と

も
に
今
後
の
検
討
が
ま
た
れ
る
。
な
お
、
両
図
の
比

較
に
あ
た
っ
て
は
、
意
味
の
変
遷
（
毒
蛇
を
さ
す
名

で
あ
っ
た
も
の
が
一
般
称
に
な
っ
た
か
、
あ
る
い
は

そ
の
逆
か
な
ど
）
も
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　
上
代
の
文
献
に
は
、
蛇
類
を
表
わ
す
語
と
し
て
ヘ

ミ
・
ク
チ
ナ
ハ
・
ヲ
ロ
チ
な
ど
が
あ
り
、
ヘ
ビ
は
見

ら
れ
な
い
と
言
わ
れ
る
が
、
こ
の
ヘ
ミ
と
ヘ
ビ
の
例

を
含
め
、
～
ζ
～
と
～
切
～
と
の
関
係
に
つ
い
て
も

広
く
い
ろ
い
ろ
な
平
行
現
象
と
比
較
し
て
の
言
語
地

理
学
的
分
析
が
必
要
で
あ
る
。
　
　
　
（
佐
藤
亮
一
）
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♂

皿

日
本
の
方
言
地
図
の
歴
史

　
日
本
の
方
言
地
図
で
最
も
古
い
も
の
は
、
明
治
3
8

年
の
「
音
韻
分
布
図
」
2
9
面
と
、
明
治
3
9
年
の
「
口

語
法
分
布
図
」
3
7
面
で
あ
る
。
こ
の
地
図
は
当
時
文

部
省
内
に
あ
っ
た
国
語
調
査
委
員
会
が
明
治
3
6
年
に

各
府
県
に
委
嘱
し
た
調
査
を
も
と
に
し
た
も
の
だ
か

ら
、
ド
イ
ツ
や
フ
ラ
ン
ス
の
方
言
地
図
と
較
べ
て
も

そ
う
見
劣
り
の
し
な
い
、
世
界
の
方
言
地
図
の
歴
史

の
中
で
も
極
く
初
期
の
も
の
に
属
す
る
。

　
こ
の
調
査
は
〈
仮
名
遣
ノ
改
正
ト
標
準
的
発
音
ノ

参
考
〉
と
す
る
た
め
の
音
韻
2
9
条
と
、
〈
標
準
語
制

定
の
参
考
〉
と
す
る
た
め
の
口
語
法
3
9
条
に
つ
い
て

行
わ
れ
、
ド
イ
ツ
留
学
か
ら
帰
っ
た
上
田
万
年
を
中

心
と
し
て
、
日
露
戦
争
中
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
新
村

出
・
保
科
孝
一
ら
に
よ
っ
て
作
図
さ
れ
た
。

　
調
査
結
果
は
文
部
省
の
「
口
語
法
別
記
」
（
大
6
）

な
ど
に
利
用
さ
れ
て
い
る
が
、
方
言
研
究
史
上
で
は

報
告
書
中
の
「
大
略
越
中
飛
騨
美
濃
三
河
ノ
東
境
二

沿
ヒ
テ
其
境
界
線
ヲ
引
キ
此
線
以
東
ヲ
東
部
方
言
ト

シ
以
西
ヲ
西
部
方
言
ト
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
ル
が
如
シ
」

と
い
う
文
で
知
ら
れ
、
そ
の
後
の
日
本
の
方
言
研
究

の
主
流
と
な
っ
た
〈
方
言
区
画
論
〉
の
種
子
と
な

る
。
・
区
画
論
の
結
果
で
あ
る
日
本
方
言
の
区
画
地
図

は
、
ま
ず
東
条
操
「
大
日
本
方
言
地
図
」
（
昭
2
）

と
し
て
作
ら
れ
、
、
そ
の
後
著
者
や
他
の
研
究
者
た
ち

に
よ
っ
て
改
訂
さ
れ
っ
つ
あ
る
Q

　
国
語
調
査
委
員
会
の
計
6
6
の
地
図
（
4
6
×
3
5
㎝
・

多
色
刷
）
は
、
有
意
義
で
あ
っ
た
と
同
時
に
不
備
も

あ
っ
た
。
そ
こ
で
同
委
員
会
は
精
細
な
再
調
査
を
計

画
実
施
し
た
（
明
4
1
）
。
そ
の
成
果
は
東
条
操
・
湯

沢
幸
吉
郎
ら
に
よ
っ
て
㎜
面
の
音
韻
分
布
図
、
珈
面

の
口
語
法
分
布
図
に
ま
と
め
ら
れ
て
い
た
が
、
公
刊

に
い
た
ら
ぬ
う
ち
に
関
東
大
震
災
（
大
1
2
）
で
全
部

焼
失
し
て
し
ま
う
。
残
念
な
こ
と
で
あ
っ
た
。

　
明
治
期
の
方
言
調
査
の
気
運
は
、
大
正
期
に
沈
滞

す
る
。
そ
し
て
昭
和
初
期
の
隆
盛
を
迎
え
る
こ
と
に

な
る
が
、
そ
の
引
金
と
な
っ
た
の
は
柳
田
国
男
「
蝸

牛
考
」
（
昭
2
初
霜
・
昭
5
改
稿
）
で
あ
っ
た
。
方

言
に
も
価
値
が
あ
り
、
国
の
周
辺
に
古
語
の
残
る
こ

と
を
〈
方
言
周
圏
論
〉
の
名
の
も
と
に
論
証
し
た
こ

の
研
究
は
、
当
時
ソ
シ
ュ
ー
ル
の
学
区
の
紹
介
や
日

本
語
音
声
の
研
究
の
発
展
を
基
盤
と
し
て
言
語
研
究

一
般
の
気
運
が
高
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
こ
と
、
農
山
村

の
疲
弊
に
対
応
す
る
郷
土
研
究
が
盛
ん
に
な
っ
て
い

た
こ
と
な
ど
と
あ
い
ま
っ
て
、
多
く
の
共
鳴
者
を
生

み
、
方
言
分
布
の
研
究
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
。
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当
時
の
熱
気
を
帯
び
た
空
気
は
「
方
言
と
土
俗
」

誌
な
ど
を
見
る
と
よ
く
わ
か
る
。
活
躍
し
た
人
は
内

田
武
志
・
大
田
栄
太
郎
・
佐
藤
清
明
・
杉
山
正
世
．

橘
正
一
・
藤
原
与
一
・
山
本
靖
民
な
ど
で
、
方
言
集

の
中
に
も
方
言
分
布
図
を
加
え
る
も
の
が
、
昭
和
6

年
以
降
目
立
っ
て
く
る
。
こ
の
雰
囲
気
醸
成
に
は

「
蝸
牛
考
」
以
下
の
柳
田
の
諸
論
考
の
ほ
か
、
東
条

「
方
言
採
集
手
帖
」
（
昭
3
）
、
「
簡
約
方
言
手
帖
」

（
昭
6
）
の
刊
行
や
、
江
実
・
小
林
英
夫
．
松
原
秀

治
・
吉
町
義
雄
ら
に
よ
る
西
欧
言
語
地
理
学
の
紹
介

も
一
役
買
っ
．
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
上
野
勇
「
方
言
地

理
学
の
方
法
」
（
昭
1
6
）
な
ど
も
出
る
。

　
東
北
大
学
の
小
林
好
日
は
、
昭
和
1
3
年
か
ら
1
6
年

．
に
か
け
て
東
北
方
言
の
大
規
模
な
調
査
を
行
な
い
、

成
果
は
戦
後
「
方
言
語
彙
学
的
研
究
」
（
昭
2
5
）
と

し
て
ま
と
め
ら
れ
た
。
調
査
項
目
謝
、
．
調
査
地
点
二

千
以
上
と
い
わ
れ
る
。

　
当
時
の
方
言
地
図
は
お
も
に
単
語
の
分
布
に
関
す

る
も
の
だ
っ
た
が
、
文
法
現
象
の
地
理
的
分
布
に
関

し
て
は
、
橋
本
進
吉
・
岩
淵
悦
太
郎
「
諸
方
言
に
於

け
る
動
詞
“
蹴
る
”
の
活
用
に
関
す
る
調
査
」
（
昭

8
）
や
、
仲
宗
根
政
善
「
美
事
変
格
“
来
る
々
の
国

頭
方
言
の
活
用
に
就
い
て
」
（
昭
1
2
）
な
ど
が
あ
る
。

杉
山
正
世
の
愛
媛
県
周
桑
郡
の
「
死
ぬ
・
去
ぬ
」
の

調
査
は
、
未
見
で
あ
る
が
最
も
古
い
も
の
ら
し
い
。

　
　
音
韻
に
．
つ
い
て
は
目
立
っ
た
も
の
が
見
当
ら
な
い

　
が
、
ア
ク
セ
ン
ト
研
究
に
は
注
目
し
た
い
Q
服
部
四

　
郎
「
国
語
諸
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
概
観
」
（
昭
6
以

　
降
）
を
導
火
線
と
し
て
、
強
力
な
後
継
者
が
生
ま
れ

　
た
。
金
田
一
春
彦
「
現
代
諸
方
言
の
比
較
か
ら
見
た

　
平
安
朝
ア
ク
セ
ン
ト
」
（
昭
1
2
）
の
分
布
図
は
最
も

．
早
い
全
国
図
の
ひ
と
つ
で
、
平
山
輝
男
の
調
査
結
果

　
な
ど
も
参
考
に
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
種
の
ア

　
ク
セ
ン
ト
分
布
地
図
は
い
わ
ば
総
合
地
図
だ
か
ら
、

　
一
種
の
方
言
区
画
図
と
い
え
る
。

　
　
戦
後
の
魁
は
土
川
正
男
コ
言
語
地
理
学
」
（
昭
2
3
）

　
で
あ
ろ
う
。
そ
の
ほ
か
石
黒
武
顕
「
鳥
取
県
方
言
分

　
布
の
実
態
」
（
昭
3
2
）
、
珍
ら
し
く
語
ご
と
の
ア
ク
セ

　
ン
ト
に
関
す
る
も
の
と
し
て
岡
田
荘
．
之
輔
「
た
じ
ま

　
ア
ク
セ
ン
．
ト
」
（
昭
3
2
）
な
ど
が
あ
る
。
研
究
論
文

　
と
し
て
は
、
長
尾
勇
の
「
地
蜘
蛛
考
」
（
昭
2
9
）
、

　
「
僅
言
に
関
す
る
多
元
発
生
の
仮
説
」
（
昭
3
1
）
、
「
蟻

　
鍮
考
」
（
昭
3
3
）
な
ど
が
あ
り
、
方
言
周
圏
論
の
限

　
界
を
論
じ
た
。
東
条
操
編
「
日
本
方
言
学
」
（
昭
2
9
）

　
中
に
も
言
語
地
理
学
の
章
が
あ
る
。

　
　
か
く
し
て
「
日
本
言
語
地
図
し
の
時
代
を
迎
え
る

’　

墲
ｯ
で
あ
る
が
、
そ
の
こ
ろ
学
界
の
大
き
な
刺
激
と

　
な
っ
た
の
は
、
昭
和
3
2
年
以
降
に
行
わ
れ
た
新
潟
県

　
糸
魚
川
市
の
調
査
で
あ
ろ
う
。
成
果
は
、
グ
ロ
ー
タ

　
ー
ス
「
麦
粒
腫
の
方
言
（
英
文
）
」
（
昭
3
3
）
、
’
柴
田

武
「
方
言
の
古
い
層
と
新
し
い
層
」
（
昭
3
3
）
、
徳
川

宗
賢
「
カ
マ
キ
リ
の
方
言
分
布
を
解
釈
す
る
」
（
昭

．
3
4
）
以
下
数
多
い
が
、
地
図
を
作
る
だ
け
で
な
く
、

そ
の
様
相
を
通
じ
て
さ
ら
に
深
い
段
階
を
推
理
し
よ

う
と
す
る
積
極
的
な
姿
勢
が
迎
え
ら
れ
た
た
め
か
、

多
く
の
新
進
の
研
究
者
を
生
み
出
し
つ
つ
あ
る
。
総

合
地
図
集
の
刊
行
が
待
た
れ
る
。
な
お
こ
の
調
査
は

「
日
本
言
語
地
図
」
作
成
の
準
備
の
意
味
を
こ
め
て

入
タ
ー
ト
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

　
戦
後
学
界
の
も
う
ひ
と
つ
の
大
き
な
流
れ
は
、
広

島
の
藤
原
与
一
を
中
心
と
す
る
研
究
で
あ
ろ
う
。
そ

の
研
究
は
既
述
の
ま
う
に
戦
前
に
胚
胎
す
る
が
、

「
中
四
国
方
言
の
地
理
学
的
研
究
（
英
文
）
」
（
昭
3
！
）

を
刊
行
す
る
一
方
、
昭
和
3
0
年
ご
ろ
か
ら
若
い
多
く

の
学
徒
と
共
に
、
瀬
戸
内
海
地
域
を
中
心
と
す
る
大

規
模
な
地
図
の
作
成
を
計
画
し
実
行
し
て
き
た
。
深

い
思
索
を
基
礎
と
す
る
こ
の
調
査
の
片
鱗
は
「
方
言

研
究
年
報
」
な
ど
を
通
じ
て
窺
う
こ
と
が
で
き
る

が
、
地
図
集
の
公
刊
が
期
待
さ
れ
る
。

　
．
昭
和
4
0
年
忌
以
降
の
地
域
的
地
図
集
は
数
が
多
い

が
、
紙
数
の
関
係
か
ら
、
広
戸
惇
「
中
国
地
方
五
県

言
語
地
図
」
（
昭
4
0
）
だ
け
を
挙
げ
る
に
と
ど
め
る
。

　
、
最
後
に
、
外
国
語
を
材
料
と
し
た
小
倉
進
平
「
南

部
朝
鮮
の
方
言
」
（
大
1
3
）
「
朝
鮮
語
方
言
の
研
究
」
’

（
昭
1
9
）
な
ど
も
付
記
し
て
お
こ
う
。
　
（
徳
川
宗
賢
〉

go

、

、
、
幽

r
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世
界
の
主
な
言
語
地
図

　
フ
ラ
ン
ス
言
語
地
図
（
一
九
〇
三
～
一
〇
年
、

パ
リ
）
E
・
エ
ド
モ
ン
の
調
査
し
た
資
料
を
J
・

ジ
リ
エ
ロ
ン
が
作
図
し
た
。
調
査
項
目
は
始
め
約

一
四
〇
〇
、
最
終
的
に
は
一
九
二
〇
、
一
九
二
〇

枚
の
地
図
が
三
シ
リ
ー
ズ
に
分
け
て
出
版
さ
れ

・
た
。
調
査
地
点
は
六
三
九
。
フ
ラ
ン
ス
言
語
図
巻

と
も
い
う
。

　
フ
ラ
ン
ス
で
は
そ
の
後
ド
ー
ザ
ら
の
提
唱
で
、

地
域
別
言
語
地
図
作
成
の
計
画
が
一
九
三
九
年
に

た
て
ら
れ
た
。
調
査
項
目
は
、
全
地
域
に
共
通
の

も
の
と
し
て
、
ジ
リ
エ
ロ
ン
の
項
目
か
ら
九
六
〇

項
目
が
選
ば
れ
、
．
さ
ら
に
、
地
域
の
特
性
に
合
っ

た
も
の
が
加
え
ら
れ
た
。
こ
れ
ま
で
に
、
リ
ョ
ソ

（
一
九
五
〇
～
五
六
年
）
、
ガ
ス
コ
ー
ニ
ュ
（
一
九

五
四
～
六
六
年
）
、
中
部
マ
シ
フ
（
一
九
五
七
～

六
七
年
）
、
東
部
ピ
レ
ネ
ー
（
一
九
六
六
年
）
、
ワ

ロ
ン
ヌ
（
一
九
五
三
～
五
五
年
）
の
各
地
域
の
言

語
地
図
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
イ
タ
リ
ア
・
南
ス
イ
ス
言
語
地
図
（
一
九
二
八

～
四
〇
年
、
ツ
ォ
ー
フ
ィ
ン
ゲ
ソ
）
G
・
ロ
ー
ル

フ
ス
ら
三
人
の
言
語
学
者
が
調
査
し
た
も
の
を
、

K
・
ヤ
ー
ベ
ル
ク
、
J
・
ユ
ー
ト
が
作
図
し
た
も

の
で
、
八
巻
一
七
〇
五
枚
の
地
図
か
ら
成
る
。
調

査
項
目
数
は
地
点
に
よ
っ
て
異
な
り
、
八
○
○
～

四
〇
〇
〇
の
あ
い
だ
。
普
通
は
二
〇
〇
〇
。

　
地
域
別
の
も
の
と
し
て
は
、
コ
ル
シ
カ
（
一
九

三
三
～
四
二
年
）
、
サ
ル
デ
ニ
ア
（
一
九
六
四
年
）

な
ど
が
あ
る
。
ま
た
、
第
二
回
目
の
イ
タ
リ
ア
言

語
地
図
の
計
画
が
一
九
二
五
年
目
た
て
ら
れ
た

が
、
現
在
あ
ま
り
進
ん
で
い
な
い
。

　
イ
ベ
リ
ア
半
島
言
語
地
図
（
一
九
六
二
年
～
、

マ
ド
リ
ー
ド
）
ポ
ル
ト
ガ
ル
・
ス
ペ
イ
ン
、
カ
タ

ル
ニ
ア
に
ま
た
が
る
地
域
五
二
八
地
点
の
言
語
地

図
。
地
域
的
な
も
の
と
し
て
、
カ
タ
ル
ニ
ア
（
一

九
二
三
～
三
九
年
）
、
ア
ン
ダ
ル
シ
ア
（
一
九
六

一
～
六
五
年
）
等
の
も
の
が
あ
る
。

　
ル
ー
マ
一
一
ア
言
語
地
図
（
一
九
三
八
年
～
）
戦

前
か
ら
始
め
ら
れ
、
現
在
も
続
い
て
い
る
。
こ
れ

と
並
行
し
て
、
新
し
く
地
域
別
の
調
査
も
行
わ

れ
、
現
在
出
版
が
始
ま
っ
て
い
る
。

　
ド
イ
ツ
言
語
地
図
（
一
九
二
六
年
～
）
一
九
世

紀
に
G
・
ヴ
ェ
ソ
ヵ
1
に
よ
っ
て
始
め
ら
れ
た
調

査
は
、
F
・
ヴ
レ
ー
デ
に
引
ぎ
つ
が
れ
、
マ
ー
ル

ブ
ル
ク
の
ド
イ
ツ
方
言
研
究
所
に
お
い
て
一
九
二

六
年
か
ら
出
版
が
始
ま
り
、
今
日
に
至
っ
て
い

る
。
膨
大
な
資
料
に
比
べ
て
、
出
版
さ
れ
る
地
図

は
多
く
な
い
。

　
こ
れ
と
は
べ
つ
に
、
一
九
一
＝
年
に
、
語
彙
の

地
図
（
U
①
二
三
。
ぴ
Φ
「
≦
o
「
欝
匡
霧
）
の
計
画
が
た

て
ら
れ
、
W
ニ
ミ
ツ
カ
を
中
心
に
進
め
ら
れ
、
　
一

九
五
一
年
の
第
一
巻
以
来
出
版
が
続
け
ら
れ
て
い

る
。　

ス
イ
ス
ド
イ
ツ
語
言
語
地
図
（
一
九
六
二
年

～
、
　
マ
ー
ル
ブ
ル
ク
）

　
チ
ロ
ル
言
語
地
図
（
一
九
六
五
年
～
、
．
イ
ン
ス

ブ
ル
ッ
ク
）

　
オ
ラ
ン
ダ
言
語
地
図
集
、
オ
ラ
ン
ダ
を
一
五
の

地
域
に
分
け
た
地
域
別
言
語
地
図
で
、
一
九
三
〇

年
の
南
東
フ
ラ
ン
ド
ル
地
方
の
分
以
来
、
い
く
つ

か
が
出
版
さ
れ
て
い
る
。

　
ニ
ュ
ー
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
言
語
地
図
（
一
九
三
九

～
四
三
年
、
プ
ロ
ヴ
ィ
デ
ソ
ス
）
ア
メ
リ
カ
で

は
、
こ
の
ほ
か
、
合
衆
国
全
域
の
言
語
地
図
が
計

画
さ
れ
て
い
て
、
現
在
、
す
で
に
調
査
を
終
了
し

て
い
る
地
域
も
あ
る
9
　
　
　
　
　
（
高
田
　
誠
）
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［
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＝
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；
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…
言
語
地
図
へ
の
批
評

　
　
地
図
の
一
枚
を
広
げ
て
み
る
。
だ
れ
で
も
方
言

　
の
差
の
あ
る
こ
と
は
知
っ
て
い
る
が
、
符
号
と
色

　
に
よ
っ
て
鮮
か
に
示
さ
れ
た
際
立
っ
た
地
域
差

　
に
、
い
ま
さ
ら
な
が
ら
強
い
印
象
を
受
け
た
人
も

　
多
い
だ
ろ
う
。
「
方
言
に
つ
い
て
知
る
一
番
早
い

　
方
法
は
国
立
国
語
研
究
所
か
ら
出
版
さ
れ
て
い
る

　
『
日
本
言
語
地
図
』
を
眺
め
る
こ
と
で
あ
ろ
う
Q

　
三
〇
分
も
こ
の
地
図
を
眺
め
れ
ば
、
自
分
の
持
つ

　
て
い
た
日
本
語
と
い
う
抽
象
的
な
イ
メ
ー
ジ
が
根

　
底
か
ら
ゆ
す
ら
れ
る
思
い
を
す
る
人
は
多
い
と
思

　
う
。
例
え
ば
（
中
略
）
『
と
う
な
す
』
と
か
、
『
せ

　
と
も
の
』
と
い
う
よ
う
な
単
語
で
通
じ
あ
え
る
人

　
が
ご
く
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
は
一
驚
を
き
っ
す

　
る
に
ち
が
い
な
い
Q
『
日
本
言
語
地
図
』
の
頁
を

　
閉
じ
る
時
、
誰
で
も
が
抱
く
い
つ
わ
ら
ざ
る
気
持

　
は
、
こ
れ
で
日
本
語
は
通
じ
あ
え
る
の
だ
ろ
う
か

　
と
い
う
素
朴
な
疑
問
で
あ
ろ
う
」
（
千
野
栄
一

　
『
言
語
』
一
九
七
三
年
四
月
号
く
伝
達
の
、
ミ
ス
テ

　
リ
ー
V
）

　
　
地
図
を
見
る
時
、
ま
ず
目
を
や
る
の
は
自
分
の

　
生
ま
れ
故
郷
だ
ろ
う
。
「
私
の
生
れ
、
育
っ
た
京

都
の
あ
た
り
を
見
て
い
る
と
、
自
分
で
は
使
わ
な

い
け
れ
ど
も
、
こ
ど
も
の
時
に
は
耳
に
す
る
こ
と

珍
し
く
な
か
っ
た
と
い
う
音
や
語
の
多
い
こ
と
に
，

気
づ
く
。
セ
・
ゼ
の
〔
一
①
・
㎝
Φ
〕
や
グ
ワ
・
グ
ワ

と
カ
・
ガ
の
区
別
な
ど
も
そ
の
一
つ
で
あ
り
、
そ

れ
が
、
ま
だ
細
々
な
が
ら
、
京
都
の
近
く
で
も
生

き
つ
づ
け
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
（
中
略
）
こ

の
地
図
を
眺
め
な
が
ら
、
あ
あ
、
あ
ん
な
こ
と
ば

も
あ
っ
た
の
だ
な
と
思
い
出
し
は
す
る
も
の
の
、

（「

ｫ
な
く
さ
い
」
を
）
カ
ン
コ
ク
サ
イ
だ
っ
た
の

か
、
そ
れ
と
も
カ
ン
ゴ
ク
サ
イ
だ
っ
た
の
か
は
、

も
う
さ
だ
か
で
は
な
い
と
い
う
よ
う
に
、
人
生
の

た
そ
が
れ
に
さ
し
か
か
っ
て
い
る
今
、
過
去
の
思

い
出
の
中
に
、
日
に
日
に
ぼ
や
け
て
行
こ
う
と
す

る
少
年
時
代
を
、
そ
の
頃
使
っ
た
な
つ
か
し
い
方

言
語
彙
と
共
に
、
感
傷
に
・
ふ
け
り
な
が
ら
、
か
み

し
め
て
い
る
の
で
あ
る
」
（
浜
田
敦
『
言
語
生
活
』

一
九
〇
号
〈
わ
た
し
の
読
ん
だ
本
〉
）

　
地
図
に
対
す
る
目
は
、
次
に
故
郷
か
ら
遠
く
離

れ
た
地
域
に
ま
と
ま
っ
て
み
ら
れ
る
同
じ
表
現
に

と
ん
で
い
く
だ
ろ
う
。
そ
し
て
そ
れ
が
そ
の
ま

ま
、
言
語
地
理
学
的
興
味
に
つ
な
が
っ
て
い
く
。

「
ハ
タ
ケ
が
ハ
ダ
ケ
・
ハ
ダ
ゲ
・
ハ
ダ
ギ
と
有
声

化
し
て
い
る
地
域
は
西
北
陸
・
関
東
東
部
・
東
北

・
北
．
海
道
で
あ
る
が
、
琉
球
列
島
の
八
重
山
で
は

パ
タ
ギ
と
子
音
K
が
有
声
化
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
な
有
声
化
現
象
は
、
単
な
る
音
声
現
象
で
は
な
．

く
て
、
も
っ
と
根
深
い
理
由
、
よ
ぼ
ど
古
い
時
代

の
基
層
語
の
残
痕
と
も
推
定
さ
れ
な
い
こ
と
は
な

い
」
（
福
田
良
輔
『
言
語
生
活
』
二
三
二
号
〈
わ

た
し
の
読
ん
だ
本
〉
）
「
国
語
史
に
お
け
る
一
時
代

前
の
古
い
姿
が
、
い
わ
ゆ
る
方
言
周
圏
論
を
証
明

す
る
よ
う
な
分
布
で
、
歴
然
と
地
図
の
上
に
現
れ

て
い
る
こ
と
が
多
い
の
で
あ
る
Q
そ
れ
ら
は
、
文

献
欠
如
の
た
め
に
、
実
証
す
る
こ
と
の
で
き
な
い

よ
う
な
国
語
史
の
ア
ナ
を
埋
め
る
こ
と
の
た
め
に

し
ぼ
し
ば
役
立
つ
で
あ
ろ
う
」
（
浜
．
田
敦
『
言
語

生
活
』
前
掲
号
）

　
そ
こ
か
ら
、
日
本
語
・
日
本
民
族
の
底
流
を
さ

ぐ
ろ
う
と
す
る
視
点
も
出
る
。
「
言
語
の
分
布
図

の
多
様
性
を
通
し
て
、
　
一
民
族
の
統
一
さ
れ
た
国

家
と
し
て
の
日
本
の
顔
に
裏
側
か
ら
様
々
の
凹
凸

や
彩
色
を
ほ
ど
こ
す
も
の
と
な
り
は
し
な
い
か
、

と
思
う
。
す
な
わ
ち
、
そ
こ
か
ら
島
尾
敏
雄
が
あ

え
て
“
日
本
”
と
い
う
呼
び
方
を
し
り
ぞ
け
て

〃
ヤ
ポ
ネ
シ
ヤ
”
と
い
う
呼
称
で
と
ら
え
よ
う
と

す
る
陰
影
に
富
ん
だ
い
ま
一
つ
の
日
本
民
族
の
顔

が
浮
か
び
あ
が
っ
て
く
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
巳lil111illl駈ILIIIIII旨illll151　ll匹IIIEIIIIllLIしii11し1し1［LILIIIIIi11［1［IIIIIIIIIIIIIIll［IEIi乙1乙11‘Illllillll＝1III乙ll111　1111111111111歴lillLI【1‘1「IL11111111illLILI5i51L11LIIIIIIIIIIill乙111脂liliし1　1
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口
．
．

、．

A

（

…
う
の
で
あ
る
」
（
川
満
信
一
『
現
代
の
眼
』
一
九

…
．
七
一
年
一
月
号
〈
ミ
ク
ロ
言
語
帯
か
ら
の
発
想
〉
）

…
　
と
こ
ろ
で
方
言
地
図
に
は
特
定
地
域
を
対
象
と

…
瀟
鐸
撫
総
藻

…
微
視
的
地
図
は
、
従
来
〈
言
語
学
者
〉
に
好
ま

…
れ
、
日
本
語
全
体
の
歴
史
を
写
し
出
す
全
国
地
図

…
は
く
国
語
学
者
〉
に
好
ま
れ
る
、
と
い
っ
た
傾
向

…
が
あ
っ
た
。
い
ま
『
日
本
言
語
地
図
』
の
完
成
に

…巖…
究
す
る
」
と
よ
い
。
（
中
島
健
蔵
『
言
語
生
活
』

…
三
五
号
〈
「
日
本
言
語
地
図
」
の
意
義
〉
）
、

…
「
こ
の
地
図
を
土
台
と
し
た
全
国
各
地
の
よ
り
詳

…
細
な
語
彙
研
究
も
促
進
す
る
で
あ
ろ
う
。
つ
ま

…
鵜
鑓
津
幡
ゼ
難
雛

…
る
よ
う
な
形
で
地
域
研
究
が
各
地
で
行
な
わ
れ
る

…
こ
と
に
よ
り
、
全
国
的
な
分
布
の
動
態
も
よ
り
明

…
確
に
な
っ
て
く
る
だ
ろ
う
」
（
鏡
味
明
王
『
方
言

…
研
究
の
す
べ
て
』
〈
語
彙
に
つ
い
て
〉
）

…
方
讃
雛
馨
撫
動

員
会
の
音
韻
・
口
語
法
に
関
す
る
も
の
が
従
来
唾

一
の
も
の
で
、
と
も
か
く
も
有
益
だ
っ
た
が
、
今

回
の
地
図
は
そ
れ
と
比
較
す
る
の
も
愚
で
あ
ろ

う
」
（
大
岩
正
仲
『
国
語
学
』
七
三
集
〈
国
語
学

界
の
展
望
〉
）
、
「
言
語
地
理
学
的
な
研
究
と
文
献

に
よ
る
語
史
研
究
と
を
そ
れ
ぞ
れ
独
自
に
行
な
っ

た
上
で
、
そ
の
語
に
応
じ
て
考
え
合
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
は
じ
め
て
生
き
た
語
の
歴
史
を
明
ら
か

に
し
て
ゆ
く
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
」

（
前
田
官
田
棋
『
国
語
学
』
八
○
集
〈
「
日
本
言
語
地

図
」
に
つ
い
て
〉
）

・
か
く
し
て
、
こ
れ
ら
の
こ
と
ば
は
将
来
へ
の
期

待
を
ふ
く
ら
ま
せ
、
地
図
作
成
に
た
ず
さ
わ
る
も

の
の
士
気
を
鼓
舞
す
る
の
で
あ
る
が
、
次
の
よ
う

な
方
法
論
に
つ
い
て
の
批
判
は
傾
聴
に
値
い
し
よ

う
。
「
研
究
所
の
過
去
の
調
査
作
業
は
、
入
ヵ
年

に
わ
た
り
、
六
十
人
以
上
の
人
び
と
（
し
か
も
地

方
研
究
員
各
位
と
研
究
所
員
諸
氏
と
）
に
よ
っ
て

い
る
。
こ
の
結
果
が
、
言
語
地
図
で
、
項
目
ご
と

に
よ
こ
に
一
元
的
に
と
り
あ
っ
か
わ
れ
て
い
る
。

こ
こ
に
は
、
大
き
な
難
点
が
あ
る
。
地
図
資
料
の

均
質
性
に
お
い
て
で
あ
る
。
（
中
略
）
こ
の
均
質

性
を
得
る
た
め
に
は
、
広
域
調
査
も
、
年
限
す
く

な
く
す
ま
す
こ
と
に
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
作

業
員
は
、
定
め
ら
れ
た
合
理
的
方
法
に
忠
実
に
順
…

う
、
均
質
的
な
活
動
家
た
ち
で
あ
る
こ
と
が
望
ま
…

し
い
。
と
な
っ
て
、
調
査
員
数
に
は
、
お
の
ず
か
…

ら
、
限
度
が
み
と
め
ら
れ
る
・
と
に
な
ろ
う
し
…

（
藤
原
与
一
『
国
語
学
』
七
〇
集
入
言
語
地
図
の
　
…

理
想
を
目
ざ
し
て
〉
）
　
　
　
　
　
…

そ
の
ほ
か
次
の
よ
う
な
提
言
も
参
考
に
な
Q
・
…

「
こ
の
よ
う
な
大
事
業
は
、
国
勢
調
査
と
同
じ
よ
…

う
な
も
の
で
、
今
の
研
究
所
を
数
倍
に
し
て
全
員
…

が
掛
・
て
も
足
り
な
い
位
で
あ
る
」
（
M
6
㎜

『
目
本
の
音
声
学
会
会
報
』
四
二
年
八
月
号
薪
…

刊
批
評
〉
）
、
「
地
図
に
採
ら
れ
た
項
目
・
語
の
周
…

辺
の
意
味
分
野
に
つ
い
て
の
調
査
を
し
た
ら
と
思
…

い
ま
す
」
（
井
上
史
雄
『
言
語
生
活
』
二
五
五
号
…

〈
座
談
会
・
最
近
の
方
言
集
〉
）
　
　
　
　
　
　
　
…

　
地
図
に
紺
す
る
学
問
的
批
評
は
常
に
真
摯
に
受
…

け
と
め
て
い
き
た
い
。
納
得
で
き
る
も
の
は
大
い
…

に
と
り
入
れ
て
将
来
の
計
画
の
参
考
に
し
た
い
と
…

思
う
の
で
あ
る
が
、
言
語
変
化
の
激
し
い
現
状
に
．
…

鑑
み
、
日
本
語
の
貴
重
な
資
料
方
言
を
組
織
的
に
…

し
か
も
早
急
に
記
録
す
る
作
業
は
、
国
立
国
語
研
…

究
所
に
課
せ
ら
れ
た
責
務
の
ひ
と
つ
だ
と
痛
感
す
…

る
の
で
あ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
…

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
本
堂
寛
）
…

当
；
．
≡
≡
．
≡
＝
≡
＝
，
≡
三
＝
≡
…
≡
．
＝
≡
＝
。
≡
＝
≡
≡
．
≡
三
≡
ヨ
＝
三
≡
一
≡
三
＝
＝
≡
＝
。
≡
一
≡
＝
≡
＝
＝
≡
＝
≡
．
＝
＝
三
・
三
三
＝
三
・
三
；
三
・
≡
≡
≡
一
＝
≡
三
・
≡
≡
＝
三
一
≡
≡
三
＝
＝
三
・
≡
・
＝
一
三
＝
≡
三
≡
≡
・
≡
三
＝
≡
≡
＝
＝
＝
一
…
≡
≡
＝
≡
一
一
一
…
…
＝
＝
三
一
≡
≡
一
…
＝
≡
禰
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U
将
来
の
問
題
点
（
座
談
会
）

出
席
1
1
徳
川
宗
賢
・
本
堂
寛
・
佐
藤
亮
一
・
高
田
誠

（
国
立
国
語
研
究
所
地
方
言
語
研
究
室
）

、

A
『
日
本
言
語
地
図
』
三
〇
〇
枚
を
作
っ
て
き
た
．

わ
け
だ
が
、
こ
の
あ
と
何
を
す
べ
き
か
、
ど
ん
な
問

題
が
残
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
が
話
題
で
あ
る
。

B
　
い
ま
ま
で
地
図
を
作
っ
て
き
た
過
程
で
気
付
い

た
点
を
、
い
く
つ
か
の
観
点
に
分
け
て
考
、
兄
て
み
よ

う
。
そ
れ
ら
か
匹
、
宵
三
三
を
な
す
べ
き
か
、
新
し

い
計
画
を
た
て
る
と
す
れ
ぽ
、
ど
う
い
う
こ
と
を
盛
、

り
込
む
べ
き
か
と
い
う
こ
と
へ
と
話
が
進
む
だ
ろ

う
。

・
C
　
全
く
新
し
い
べ
つ
の
計
画
を
実
際
に
や
る
か
ど

う
か
、
あ
る
い
は
、
誰
が
や
る
か
と
い
う
こ
と
は
い

・
ち
お
う
べ
つ
に
し
て
．
…
…
。

も
っ
と
多
く
の
項
目
で

B

『
日
本
言
語
地
図
』
の
分
布
を
み
る
と
、
項
目

ご
と
に
違
っ
た
分
布
を
示
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
二

八
五
項
目
と
い
う
数
は
言
語
全
体
の
膨
大
な
量
か
ら

み
る
と
ご
く
わ
ず
か
な
部
分
し
か
切
り
と
っ
て
・
い
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
調
査
を
す
れ
ば
す
る
ほ
．

ど
、
も
っ
と
い
ろ
い
ろ
な
ご
と
が
分
か
る
と
思
わ
れ

る
ゆD

　
項
目
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
か
。

C
　
ど
う
い
う
も
の
を
や
る
か
と
い
う
こ
と
は
べ
つ

の
こ
と
と
し
て
…
・
：
。

A
　
あ
る
個
人
が
、
た
と
え
ば
、
三
万
語
知
っ
て
い

る
と
し
て
、
二
八
五
と
い
う
こ
と
は
約
一
〇
〇
分
の

一
聞
い
て
魯
た
の
か
と
い
う
と
、
な
か
な
か
そ
う
も

な
ら
な
い
と
思
う
。
た
と
え
ば
、
「
ま
ぶ
し
い
」
と

い
う
項
目
は
「
太
陽
を
見
た
と
き
」
と
い
う
限
定
で

聞
い
て
い
る
が
、
そ
の
他
の
場
合
の
「
ま
ぶ
し
さ
」

と
い
う
こ
と
を
加
え
て
考
え
る
と
、
い
ろ
ん
な
場
合

が
あ
り
そ
う
だ
。
一
〇
〇
分
の
一
ま
で
は
い
っ
て
い

な
い
の
で
は
な
い
か
。

D
　
外
国
の
も
の
な
ど
は
、
項
目
数
は
千
の
位
の
も

の
が
ふ
つ
う
だ
。
言
語
体
系
全
体
を
見
よ
う
と
す
る

な
ら
ば
、
数
千
か
ら
万
の
項
目
が
欲
し
い
。

消
え
て
い
く
も
の
の
保
存

B
　
方
言
σ
将
来
と
い
う
こ
と
を
考
え
る
と
き
、
文

法
・
．
音
声
・
ア
グ
セ
ン
ト
な
ど
は
、
ま
だ
、
将
来
も

調
査
可
能
だ
と
思
う
が
、
語
彙
の
分
野
は
い
ま
調
べ

な
く
て
は
、
将
来
、
調
査
は
不
可
能
だ
と
思
う
。
“
，

D
　
い
や
、
文
法
・
立
目
声
だ
っ
て
い
ま
調
べ
な
け
れ

　
　
　
　
　
　
へ
　
　
　
む

ば
い
け
な
い
と
思
う

A
　
古
い
も
の
の
残
存
を
優
先
し
て
調
べ
る
と
い
う
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、

〆

こ
と
に
対
し
て
、
「
古
い
も
の
は
消
え
て
い
っ
た
っ

て
い
い
じ
ゃ
な
い
か
」
と
い
う
意
見
も
あ
る
と
思
う

“
、
　
　
　
　
　
　
O

L
刀
．
：
．
ゆ
．

B
　
こ
と
ば
と
い
う
日
本
民
族
の
無
形
の
「
遺
産
」

を
記
録
す
る
と
い
う
こ
と
は
大
切
だ
と
思
う
。
有
形

の
文
化
遺
産
の
保
存
と
な
ん
ら
変
わ
る
と
こ
ろ
は
な

い
は
ず
だ
。

C
　
地
図
に
作
ら
な
く
て
も
い
い
か
ら
、
地
域
ご
と

・
の
方
言
を
、
と
に
か
く
、
合
切
袋
に
詰
め
込
ん
で
お

く
考
え
方
も
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
保
存
と
い
う
こ

と
は
、
一
応
、
達
せ
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

D
　
し
か
し
、
雑
多
に
詰
め
込
ん
だ
の
で
は
何
の
役

に
も
た
た
な
い
の
で
、
将
来
、
他
と
比
較
で
き
る
よ

う
に
、
体
系
だ
て
て
記
述
す
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。

国
語
史
と
の
関
係

A
．
文
献
と
の
対
比
と
い
う
こ
と
か
ら
考
え
る
と
。

．
B
　
方
言
と
文
献
と
の
対
比
か
ら
豊
か
な
国
語
史
が

書
け
る
と
す
れ
ば
、
文
献
に
現
わ
れ
る
諸
語
形
と
対

比
で
き
る
も
の
を
項
目
に
選
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
。

D
　
文
献
に
現
わ
れ
る
こ
乏
ば
と
い
う
の
は
、
非
常

に
限
ら
れ
た
も
の
し
か
な
い
の
だ
か
ら
、
文
献
国
語

史
の
分
野
か
ら
、
方
言
で
ど
う
い
う
も
の
を
調
べ
れ

ば
国
語
史
の
流
れ
が
分
る
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て

提
言
が
あ
れ
ば
、
方
言
と
文
献
国
語
史
の
協
力
と
い

う
こ
と
は
前
進
す
る
と
思
う
。

C
　
新
し
く
調
査
す
る
と
し
て
、
そ
れ
は
や
は
り
、

言
語
地
理
学
の
基
本
に
の
っ
と
っ
て
や
る
、
つ
ま

り
、
地
理
的
分
布
の
解
釈
か
ら
語
史
を
考
え
る
と
い

う
方
向
な
の
だ
ろ
う
か
。

A
　
と
い
う
こ
と
は
…
…
o

C
　
文
献
に
現
わ
れ
る
も
の
と
の
対
比
と
い
う
こ
と

か
ら
、
言
語
地
理
学
の
方
法
論
を
再
検
討
す
る
方
向

か
、
そ
れ
と
も
、
文
献
に
は
現
わ
れ
な
い
語
史
を
ざ

ぐ
る
と
い
う
方
向
か
、
と
い
う
こ
と
だ
。

B
　
や
は
り
、
そ
の
両
方
が
相
補
っ
て
い
く
べ
き
な

の
だ
ろ
う
。

A
　
べ
つ
の
言
い
か
た
を
す
れ
ば
、
「
言
語
地
理
学
」

の
た
め
に
方
言
の
調
査
・
研
究
を
す
る
の
か
、
「
日

本
語
」
の
た
め
に
言
語
地
理
学
の
研
究
を
す
る
の
か

と
い
う
問
に
な
ろ
う
か
。

　
個
人
の
資
金
で
、
自
分
の
時
間
を
費
し
て
や
る
の

．
な
ら
、
個
人
的
な
興
味
で
、
た
と
え
ば
、
一
枚
の
地

図
だ
け
に
か
か
ず
ら
わ
っ
て
い
て
も
い
い
だ
ろ
う

が
、
国
民
の
税
金
を
使
っ
て
研
究
を
行
っ
て
い
る
以

上
、
わ
れ
わ
れ
の
研
究
も
「
日
本
語
」
の
研
究
の
た

め
に
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。
大
仰
な
言
い

か
た
を
す
れ
ば
、
国
民
の
信
託
に
応
え
る
必
要
が
あ

る
だ
ろ
う
。

C
　
も
ち
ろ
ん
だ
が
、
「
日
本
語
」
の
具
体
的
事
実

を
追
．
う
あ
ま
り
、
言
語
学
的
な
理
論
付
け
を
お
ろ
そ

か
に
し
て
は
な
る
ま
い
。
両
様
相
倹
っ
て
は
じ
め
て

真
の
進
歩
が
あ
る
の
だ
ろ
う
。

B
　
文
献
と
の
対
比
と
い
う
こ
と
か
ら
言
え
ば
、
文

法
や
音
声
の
分
野
も
有
力
で
あ
る
。
た
だ
、
こ
の
よ

う
な
も
の
は
、
国
の
東
西
に
分
か
れ
て
分
布
す
る
か

ら
と
い
っ
て
、
そ
の
ま
ま
、
古
形
の
残
存
で
あ
る
と

い
う
解
釈
が
可
能
か
ど
う
か
は
問
題
だ
が
…
…
。

A
　
た
と
、
兄
ば
、
ジ
ャ
・
ヤ
・
ダ
な
ど
は
音
声
め
問

題
で
も
あ
る
か
ら
、
ダ
が
出
雲
と
東
日
本
と
に
分
か

れ
工
分
布
す
る
か
ら
古
い
と
い
っ
た
解
釈
は
当
た
る

ま
い
。
個
別
の
変
化
が
起
こ
り
う
る
か
ら
。
し
か

し
、
サ
カ
イ
．
カ
ラ
・
ケ
ン
と
い
っ
た
、
語
根
の
違

う
も
の
が
離
れ
て
分
布
し
て
い
れ
ば
、
や
は
り
、
周

圏
論
的
分
布
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
文
法
の

分
野
に
も
い
ろ
ん
な
研
究
の
可
能
性
が
あ
る
。

位
相
の
ち
が
い

C
　
文
法
、
あ
る
い
は
、
文
表
現
と
い
う
面
か
ら
言

え
ば
、
語
彙
に
つ
い
て
も
同
じ
こ
と
が
言
え
よ
う

が
、
広
い
意
味
の
「
位
相
」
の
違
い
と
い
う
こ
と
が

大
き
な
問
題
と
な
る
。
わ
れ
わ
れ
の
調
査
で
は
、
近

所
の
人
と
う
ち
と
け
て
話
す
と
き
の
こ
と
ば
を
聞
い

た
わ
け
で
あ
る
が
、
あ
る
個
人
の
持
っ
て
い
る
言
語

は
決
し
て
ひ
と
つ
で
は
な
い
。
標
準
語
レ
ベ
．
ル
、
地
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方
土
ハ
通
口
隅
レ
ベ
ル
、
く
だ
汰
り
た
場
面
、
改
ま
っ
た
場

面
、
等
々
、
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
っ
て
使
い
わ
け
て
い
る

わ
け
だ
。
た
と
え
ば
、
終
助
詞
の
「
よ
」
に
あ
た
る

方
言
形
を
求
め
よ
う
と
し
て
も
、
標
準
語
の
「
よ
」

と
い
う
の
が
、
一
体
、
ど
の
よ
う
な
文
体
的
レ
ベ
ル

に
あ
る
の
か
を
相
手
に
理
解
b
て
も
ら
う
の
は
大
変

だ
。A

　
た
と
え
、
相
手
が
何
か
答
え
た
と
し
て
も
、
そ

れ
が
方
言
の
な
か
の
ど
の
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る

・
か
、
こ
れ
ま
た
分
か
ら
な
い
。
や
は
り
、
そ
の
地
点

の
終
助
詞
な
ら
終
助
詞
全
体
を
み
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の

あ
い
だ
の
違
い
を
聞
き
な
が
ら
、
つ
ま
り
、
そ
の
地

点
の
終
助
詞
全
体
の
体
系
を
明
ら
か
に
し
な
が
ら
、

調
査
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
だ
ろ
う
。

標
準
語
の
ひ
ろ
が
り

A
　
一
種
の
位
相
差
だ
ろ
う
が
、
標
準
語
の
分
布
を

調
べ
る
の
も
お
も
し
ろ
い
。
「
改
ま
っ
た
ら
何
と
言

い
ま
す
か
」
と
質
問
す
れ
ば
、
全
国
お
し
な
べ
て
標

準
語
が
出
る
か
と
い
う
と
、
か
な
ら
ず
し
も
そ
う
で

は
な
い
よ
う
だ
。
た
と
え
ば
、
熊
本
県
の
球
磨
川
流

域
の
調
査
で
は
「
つ
む
じ
」
と
い
う
標
準
語
は
ほ
と

ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
し
、
『
日
本
言
語
地
図
』

を
み
て
も
、
標
準
語
形
の
分
布
は
さ
ま
ざ
ま
だ
。

C
　
あ
る
限
ら
れ
た
地
域
に
し
か
分
布
し
な
い
．
標
準

語
形
が
ハ
「
で
は
改
ま
っ
た
と
き
は
」
と
質
問
し
た

と
き
全
国
に
広
く
現
わ
れ
る
か
ど
う
か
…
：
．
。

D
　
学
校
教
育
や
N
H
K
な
ど
で
標
準
語
は
広
く
使

わ
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
ど
う
い
う
分
野
の
標
準
語

が
よ
く
使
わ
れ
て
い
る
か
、
改
ま
っ
た
場
面
で
も
つ
「

い
に
標
準
語
が
用
い
ら
れ
な
い
の
．
は
言
語
の
う
ち
の

ど
う
い
う
部
分
で
あ
る
か
、
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
に
地

理
的
な
特
性
が
あ
る
か
と
い
う
こ
と
は
、
大
い
に
興

味
の
あ
る
問
題
で
あ
る
。

B
　
標
準
語
教
育
と
い
う
面
で
の
国
語
教
育
に
役
立

つ
面
も
多
か
．
ろ
う
。

地
方
の
文
化
的
中
心
地

C
他
か
ら
被
る
言
語
変
化
の
波
と
い
う
の
は
、
古

く
は
京
都
、
新
し
く
は
東
京
と
い
っ
た
大
中
心
地
か

ら
の
標
準
語
の
影
響
ぽ
か
り
で
は
な
い
。
地
方
の
小

中
心
地
も
問
題
と
な
ろ
う
。

A
　
そ
の
問
題
は
、
「
新
し
い
計
画
」
と
い
う
話
題

か
ら
は
多
少
外
れ
る
が
、
興
味
あ
る
点
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、
新
潟
県
糸
魚
川
市
で
の
詳
し
い
調
査
で

は
、
．
糸
魚
川
市
の
中
心
部
の
こ
と
ば
が
周
囲
に
少
な

か
ら
ざ
る
影
響
を
与
え
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
い

る
。
し
か
も
、
そ
れ
ち
の
語
形
は
、
必
ず
し
も
、
標

準
語
形
で
は
な
い
の
だ
。
『
日
本
言
語
地
図
』
の
こ

の
地
域
の
調
査
地
点
は
二
、
三
地
点
し
か
な
い
の

で
．
、
こ
れ
ら
の
様
子
は
分
か
ら
な
い
し
、
そ
れ
ら
の

地
方
的
な
勢
力
を
持
っ
た
語
形
は
、
全
国
的
な
視
野

で
み
る
と
、
ほ
と
ん
ど
意
味
が
な
く
み
え
る
。

B
　
し
か
し
、
現
実
に
は
、
標
準
語
の
影
響
に
加
え

て
、
そ
の
よ
う
な
地
方
の
中
心
地
か
ら
の
影
響
が
複

合
し
た
か
た
ち
で
周
辺
に
伝
播
し
て
い
く
と
考
え
ら

れ
、
そ
れ
ら
の
集
積
の
結
果
が
日
本
語
全
体
の
変
化

と
な
っ
て
現
わ
れ
る
の
で
あ
ろ
う
か
ら
、
地
方
の
小

中
心
地
の
問
題
は
重
要
で
あ
る
。

D
　
全
国
規
模
の
地
図
で
も
、
あ
る
程
度
は
地
方
の

中
心
地
を
み
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。
た
と
え
ば
、
東

北
の
仙
台
、
名
古
屋
、
北
九
州
そ
の
他
の
言
葉
が
近

隣
へ
影
響
を
与
え
て
い
る
よ
う
す
は
、
『
日
本
言
語

地
図
』
か
ら
も
よ
く
分
か
る
。
詳
し
く
調
べ
な
け
れ

ば
分
か
ら
な
い
が
、
二
〇
万
都
市
く
ら
い
な
ら
ば
、

そ
の
様
子
が
う
か
が
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

C
　
国
立
国
語
研
究
所
が
行
っ
て
い
る
各
種
の
社
会

言
語
学
的
調
査
と
の
か
ら
み
合
わ
せ
も
考
え
ら
れ
よ

う
。
あ
る
都
市
で
行
わ
れ
て
い
る
言
語
生
活
の
社
会

言
語
学
的
な
位
相
の
違
い
と
、
，
そ
の
都
市
周
辺
の
地

理
的
分
布
と
の
関
係
を
み
る
と
、
標
準
語
使
用
の
問

題
も
含
め
た
言
語
変
化
の
研
究
に
、
さ
ら
に
べ
つ
な

観
点
が
生
ま
れ
る
の
で
は
な
い
か
。

A
　
で
き
あ
が
っ
た
三
〇
〇
枚
の
地
図
を
め
ぐ
っ
て

の
問
題
も
あ
る
が
、
こ
の
へ
ん
で
・
…
．
．
。
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