
宮
沢
賢
治
に
よ
る
方
言
表
記
の
工
夫
と
地
域
に
根
ざ
し
た
国
語
観

大
野
異
男
・
竹
田
晃
子

石
川
啄
木
と
方
ニ
一
一
口

賢
治
と
同
郷
で
十
年
先
輩
の
石
川
啄
木
は
、
「
ふ
る
さ
と
の
枇
な
つ
か
し
/
停
車
場
の
人
ご
み
の
中
に
/
そ
を
聴
き
に
ゆ
く
」
の
短
歌
で
故
郷
の

方
言
に
対
す
る
郷
愁
を
う
た
っ
て
い
る
。
そ
の
一
方
で
、
作
品
中
に
方
言
を
直
接
的
に
使
用
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
と
一
般
に
思
わ
れ
て
い
る
。
し

び
ろ
、
っ
と

か
し
、
「
天
鷲
械
」
と
い
う
田
園
的
な
短
編
小
説
に
お
い
て
だ
け
は
方
言
が
多
用
さ
れ
、
主
人
公
で
あ
る
渋
民
の
二
人
の
村
娘
の
東
京
出
奔
に
ま
つ

わ
る
顛
末
が
、
彼
ら
の
話
す
回
Am
口
言
葉
の
会
話
の
滑
稽
さ
、
都
会
で
の
不
感
さ
を
ま
じ
え
て
い
き
い
き
と
拙
か
れ
て
い
る
。

『
末
蔵
が
家
で
や
、
唯
四
十
円
で
家
屋
敷
白
井
様
に
取
上
げ
ら
れ
た
で
ね
え
す
か
。
』

源
助
さ
ん
真
に
伴
れ
て
っ
て
呉
え
べ
す
か
?
」
と
お
定
は
心
配
相
に
訊
く
。

だ

ど

も

と
お
八
重
が
一
一
一
一
口
っ
た
。
/
吋
雌
然
な
す
、

お
八
重
さ
ん
、

冒
頭
部
分
に
現
れ
る
会
話
で
あ
る
が
、
東
京
で
の
場
面
も
含
め
て
作
品
中
の
二
人
の
会
話
は
す
べ
て
こ
ん
な
調
子
の
方
言
に
よ
っ
て
描
か
れ
て
い

お

や

じ

く
。
作
品
の
末
尾
に
は
東
京
ま
で
迎
え
に
来
た
忠
太
老
爺
の
一
一
一
一
口
葉
を
開
い
て
、

生
れ
て
か
ら
十
九
の
今
ま
で
毎
日
々
々
聞
き
な
れ
た
郷
里
言
葉
を
其
佳
に
聞
く
と
、
も
う
胸
の
底
に
は
不
満
も
何
も
消
え
て
了
っ
た
。
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と
あ
る
の
は
、
啄
木
の
方
言
に
対
す
る
思
い
が
率
直
に
反
映
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

「
天
鷲
械
」
は
、
明
治
四
十
一
年
六
月
に
脱
稿
後
、
森
鴎
外
宅
に
持
参
し
売
り
込
み
の
世
話
を
依
頼
す
る
が
一
週
間
後
に
返
却
さ
れ
て
い
る
。
六

月
十
一
日
の
啄
木
日
記
に
は
つ
天
鷲
械
。
の
中
に
は
、
先
生
の
一
々
誤
や
説
を
正
し
て
下
す
っ
た
一
葉
の
紙
が
入
っ
て
い
た
!
」
と
あ
り
、
方
言

の
わ
か
り
に
く
さ
が
原
稿
売
り
込
み
の
支
障
と
な
っ
て
い
た
だ
ろ
う
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。
結
局
、
渋
民
の
方
言
が
ち
り
ば
め
ら
れ
た
「
天
鷲
繊
」

は
、
ど
こ
に
も
掲
載
さ
れ
る
こ
と
の
な
い
未
発
表
作
品
と
な
っ
て
い
く
。
な
お
、
同
日
の
日
記
の
別
箇
所
に
は
、
郷
里
の
友
人
と
久
々
に
出
会
い

「
予
は
上
京
以
来
初
め
て
真
の
郷
里
言
葉
で
話
し
た
。
」
と
記
し
て
お
り
、
こ
こ
に
も
啄
木
の
故
郷
の
方
言
に
対
す
る
思
い
が
強
く
に
じ
ん
で
い
る
が
、

以
降
、
方
言
を
前
面
に
出
し
た
作
品
は
書
か
れ
て
い
な
い
。

石
川
啄
木
は
明
治
十
九
年
生
ま
れ
で
、
同
二
十
四
年
に
渋
民
尋
常
小
学
校
入
学
、
同
三
十
一
年
に
盛
岡
尋
常
中
学
校
入
学
、
同
三
十
五
年
に
盛
岡

中
学
校
を
退
学
し
て
い
る
。
宮
沢
賢
治
は
明
治
二
十
九
年
生
ま
れ
で
、
同
四
十
二
年
に
盛
岡
中
学
校
入
学
、
大
正
四
年
に
盛
岡
高
等
農
林
学
校
に
入

学
し
て
い
る
の
で
、
啄
木
の
お
よ
そ
十
年
後
輩
に
あ
た
る
こ
と
に
な
る
。
明
治
と
い
う
激
変
の
時
代
の
十
年
が
い
か
に
大
き
な
も
の
だ
っ
た
か
は
、

方
言
に
対
す
る
態
度
に
も
鮮
明
に
表
れ
て
い
る
。

宮
沢
賢
治
の
短
歌
作
品
に
お
け
る
方
言
表
記

啄
木
が
あ
れ
ほ
ど
愛
着
し
な
が
ら
も
作
品
に
方
言
を
使
用
で
き
な
か
っ
た
の
に
対
し
て
、
賢
治
は
高
等
農
林
在
学
中
か
ら
始
め
た
短
歌
に
お
い
て
、

ぎ

ず

ぴ

や

「
何
の
用
だ
。
」
「
酒
の
伝
票
。
」
「
誰
だ
。
名
は
。
」
「
高
橋
茂
吉
。
」
「
よ
し
。
少
こ
、
待
で
。
」
の
よ
う
な
戯
れ
歌
風
の
も
の
も
あ
る
一
方
で
、
「
ち
ゃ

ん
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
四
首
」
の
よ
う
に
方
言
に
よ
る
本
格
的
な
連
作
短
歌
も
試
み
て
い
る
。
『
{
新
}
校
本
宮
沢
賢
治
全
集
』
(
以
下
、
新
・
校
本
全

集
)
に
よ
れ
ば
、
同
四
首
の
テ
キ
ス
ト
と
し
て
歌
稿
A
(
ト
シ
筆
写
稿
)
、
歌
稿
B
(賢
治
自
筆
稿
)
、
『
あ
ざ
り
あ
第
一
号
』
所
収
形
(
該
当
四
首
を

含
め
八
首
か
ら
構
成
)
の
三
種
が
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
以
下
に
示
す
よ
う
に
多
く
の
偲
言
の
使
用
と
併
せ
て
、
方
言
発
音
を
転
写
す
る

た
め
の
苦
労
の
跡
が
偲
ば
れ
る
。
特
徴
的
な
表
記
が
現
れ
る
こ
首
目
と
三
首
日
を
見
て
い
こ
う
。
歌
稿
A
で
不
思
議
な
記
号
が
使
わ
れ
て
い
る
部
分

に
注
目
し
て
傍
線
を
施
し
た
。

二
首
日
〈
歌
稿
A

〉

ほ
ん
の
同
州
出
夜
あ
げ
か
γ

っ
た
雲
の
い
ろ
ち
ゃ
ん
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
は
は
し
わ
だ
て
く
る

宮沢賢治による方言表記の工夫と地域に根ざした国語観4ぅ



三
首
日

〈
歌
稿
B
〉

〈
あ
ざ
り
あ
〉

〈
歌
稿
A
〉

〈
歌
稿
B
〉

〈
あ
ざ
り
あ
〉

ほ
ん
の
的
引
司
/
夜
明
げ
が
γ

っ
た
雲
の
い
ろ
/
ち
ゃ
ん
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
橋
渡
て
来
る
。

ほ
ん
の
同
斗
夜
明
げ
が
c
っ
た
雲
の
い
ろ
/
ち
ゃ
ん
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
は
橋
わ
だ
て
来
る
。

い
し
ょ
け
ん
め
に
ち
ゃ
が
ち
ゃ
が
う
ま
か
は
せ
で
げ
ば
よ
あ
げ
の
た
め
が
な
ぐ
だ

a
よ
な
き
も
す

い
し
ょ
け
め
に
/
ち
ゃ
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
は
せ
で
げ
ば
/
夜
明
げ
の
為
が
/
泣
く
だ
あ
い
よ
な
気
も
す
。

ふ
さ
つ
け
だ
ち
ゃ
が
ち
ゃ
が
う
ま
こ
は
せ
で
げ
ば
/
夜
明
け
の
為
か
泣
ぐ
た
よ
な
気
も
す
る
。
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歌
稿
A
で
「
は

a
こ
」
「
な
ぐ
だ

a
よ
な
」
と
表
記
さ
れ
て
い
る
部
分
は
、
そ
れ
ぞ
れ
歌
稿
B
で
は
「
ぴ
や
こ
」
「
だ
あ
い
よ
な
」
、
あ
ざ
り
あ
で

は
「
ぱ
こ
」
「
た
よ
な
」
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
表
記
の
ゆ
れ
は
、
標
準
語
に
は
な
い
方
言
発
音
を
的
確
に
表
現
す
る
た
め
の
工
夫
で
あ
っ
た

ろ
う
。
こ
の
「

a
」
に
つ
い
て
、
新
・
校
本
全
集
で
は
「

a
」
の
筆
記
体
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
、
斜
字
体
字
母
で
表
記
さ
れ
て
い
る
。
校
注
に
は
、

方
言
の
ア
と
エ
の
中
間
の
よ
う
な
音
を
表
記
す
る
試
み
で
あ
ろ
う
と
い
う
旨
の
記
載
が
あ
る
。
ま
た
、
原
子
朗
『
新
・
宮
津
賢
治
一
語
葉
辞
典
」
に
も
、

賢
治
独
特
の
方
言
化
に
出
て
く
る
変
っ
た
表
現
。
・
:
〈
中
略
〉
:
・
「

a
」
は
東
北
方
言
特
有
の
ア
と
エ
の
中
間
音
を
賢
治
が
大
胆
に
こ
う
表
記

し
た
も
の
。

と
解
説
さ
れ
て
い
る
。

東
北
方
一
一
一
日
の
エ
段
音
は
一
般
に
狭
く
、
イ
段
音
に
接
近
し
て
い
る
。
加
え
て
、
「
赤
い
」
が
中
の
母
音
連
続
[
巳
]
が
融
合
し
て
、
〔
呂
尚
一
]
も
し

く
は
〔
品
開
]
の
よ
う
に
新
た
に
広
い
エ
段
を
生
成
し
て
い
る
た
め
、
東
北
方
一
一
一
日
の
母
音
三
角
形
は
標
準
語
の
よ
う
に
五
母
音
で
は
な
く
、
融
合
母

音
を
合
め
た
六
母
音
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
そ
の
広
い
エ
段
音
に
強
く
こ
だ
わ
っ
て
賢
治
の
仮
名
遣
い
は
三
様
に
揺
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
つ
ま
る

と
こ
ろ
賢
治
が
表
記
し
た
そ
も
そ
も
の
方
言
音
は
、
そ
れ
ぞ
れ
[
官
庁
o
j
}
u
m
E
]
[
ι
4
0
5
1己主。
5
〕
と
い
う
音
で
あ
っ
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
、
そ

の
音
を
方
言
音
と
知
り
つ
つ
、
敢
え
て
表
記
法
に
苦
心
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
な
お
、
こ
の
よ
う
な
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
表
記
が
賢
治
の
独

創
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
証
を
深
め
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。

賢
治
が
ま
だ
小
学
校
に
入
る
以
前
の
明
治
三
十
六
年
、
文
部
省
の
も
と
に
国
語
調
査
委
員
会
が
設
置
さ
れ
、
四
つ
の
調
査
方
針
の
う
ち
の
「
三
、



国
語
ノ
音
韻
組
織
ヲ
調
査
ス
ル
コ
ト
、
/
四
、
方
言
ヲ
調
査
シ
標
準
語
ヲ
選
定
ス
ル
コ
ト
」
に
も
と
づ
く
全
国
的
な
音
韻
調
査
及
び
口
語
法
調
査
が

行
わ
れ
た
。
全
国
各
県
の
教
育
会
及
び
師
範
学
校
が
直
接
こ
れ
ら
の
調
査
を
担
当
し
、
そ
の
調
査
結
果
は
国
語
調
査
委
員
会
に
よ
っ
て
『
音
韻
調
査

報
告
書
』
『
口
語
法
調
査
報
告
書
』
と
し
て
ま
と
め
ら
れ
て
い
く
が
、
そ
の
三
年
後
の
明
治
三
十
九
年
に
も
岩
手
県
で
は
各
郡
役
所
ご
と
に
「
枕
語

矯
正
に
使
用
す
る
方
言
調
」
と
題
す
る
調
査
が
行
わ
れ
、
そ
の
調
査
結
果
の
稿
本
群
が
残
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
調
査
の
具
体
的
経
緯
は
明
ら

か
で
は
な
い
が
、
小
松
代
(
一
九
六
一
)
に
よ
る
と
、

こ
れ
が
県
内
に
お
い
て
実
施
さ
れ
る
に
至
っ
た
直
接
の
動
機
は
、
や
は
り
国
語
調
査
委
員
会
の
明
治
三
十
六
年
の
全
国
調
査
及
び
そ
の
結
果
文

部
省
よ
り
刊
行
さ
れ
た
『
口
語
法
別
記
』
な
ど
に
よ
っ
て
、
地
方
に
お
け
る
国
語
教
育
、
な
か
ん
ず
く
読
み
方
・
綴
り
方
・
話
し
方
教
育
等
に

対
す
る
教
育
関
係
当
局
や
教
師
の
反
省
な
ど
が
主
た
る
も
の
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
た
だ
こ
の
調
査
が
、
実
際
に
は
、
ど
の
よ
う
な
通
牒
乃

至
形
式
で
、
ど
こ
で
誰
に
求
め
た
も
の
で
あ
る
か
、
記
録
の
由
る
べ
き
も
の
が
な
い
の
で
一
切
不
明
で
あ
る
が
、
た
ま
た
ま
そ
の
一
部
分
を
県

立
図
書
館
に
お
い
て
、
他
の
一
部
分
を
私
は
蔵
し
て
い
る
の
で
、
そ
れ
ら
を
検
討
す
る
に
、
た
ぶ
ん
、
県
下
各
地
の
小
学
校
に
調
査
を
命
じ
、

各
郡
市
が
、
そ
れ
を
ま
と
め
て
県
に
報
告
し
た
も
の
ら
し
い
。

と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
中
の
「
批
語
調
査
表
若
柳
尋
常
高
等
小
学
校
」
及
び
「
方
言
録
真
城
及
中
野
、
秋
成
、
瀬
台
野
各
尋
常
小
学
校
ニ

於
ケ
ル
調
査
」
(
ど
ち
ら
も
現
・
奥
州
市
)
に
、
賢
治
と
ほ
ぼ
同
様
の
「
a
」
の
添
え
書
き
使
用
が
確
認
さ
れ
る
。
ど
ち
ら
の
資
料
と
も
、
「
し
ょ
っ

ぱ

a
(
し
ほ
か
ら
い
)
」
「
ア
a
ヅ
(
あ
の
人
こ
の
よ
う
に
賢
治
同
様
の
「
ア
段
音
仮
名
+
a
」
の
場
合
と
、
「
あ
ん
め
a
(
あ
ま
い
)
」
「
ア
ッ
タ
ゲ

a
(
暖
い
こ
の
よ
う
に
「
エ
段
仮
名
+
a
」
の
場
合
と
が
混
在
し
て
い
る
(
写
真
1
及
び
写
真
2
参
照
。
な
お
、
小
松
代
旧
蔵
分
に
つ
い
て
は
、

現
在
、
竹
田
晃
子
が
管
理
し
て
お
り
、
写
真
と
し
て
示
し
た
資
料
は
そ
の
中
の
も
の
で
あ
る
。
)
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
表
記
は
「
批
語
矯
正
に
使
用

す
る
方
言
調
」
の
一
部
の
み
に
見
ら
れ
る
も
の
で
あ
り
、
全
体
的
に
は
「
エ
段
仮
名
+
あ
」
の
よ
う
な
仮
名
表
記
が
主
流
と
な
っ
て
い
る
。

国
語
調
査
委
員
会
に
よ
る
全
国
一
斉
の
方
言
調
査
は
、
さ
ら
に
二
回
目
が
「
音
韻
口
語
法
調
査
」
と
し
て
明
治
四
十
一
年
に
も
行
わ
れ
て
お
り

(
竹
田
晃
子
二

O
一
五
)
、
そ
の
際
の
報
告
の
一
部
分
と
し
て
「
盛
岡
市
音
韻
調
査
」
(
明
治
四
十
一
年
・
岩
手
県
立
図
書
館
蔵
)
が
作
成
さ
れ
て
い

る
。
そ
の
重
母
音
の
項
に
、

宮沢賢治による方言表記の工夫と地域に根ざした国語観47 
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写真2

す
く
な

重
母
音
ヲ
長
音
節
ニ
発
音
ス
ル
コ
ト
少
シ
。
但
し
、
笠
ヲ
英
語
ノ
似
の
知
ク

発
音
ス
。
コ
ノ
例
極
メ
テ
多
シ
。
針
手
エ
ャ
デ
注
。
、
長
い
ナ
ゲ
ャ

E
志
、

財
布
セ
ャ
フ

&
P、
大
デ
ャ
グ
&
を
:

48 ご1..>，
Jロ特集地域と

の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
お
り
、
普
通
の
エ
段
音
と
の
明
確
な
違
い
が
意
識
さ
れ
て

い
る
と
同
時
に
、
英
語
の
陣

(お
そ
ら
く
は
現
代
の
音
声
記
号
で
お
に
相
当
す

る
)
の
音
に
近
い
と
調
査
に
当
た
っ
た
教
育
関
係
者
か
ら
認
識
さ
れ
て
い
た
こ
と

が
う
か
が
え
る
。
な
お
、
同
じ
「
音
韻
口
語
法
調
査
」
の
報
告
「
紫
波
郡
音
韻
調

査
」
(
明
治
四
十

一
年

・
岩
手
県
立
図
書
館
蔵
)
に
お
い
て
は
、
英
語
の

a
に
近

い
こ
と
を
こ
と
わ
っ
た
う
え
で
、
該
当
す
る
母
音
の
表
記
と
し
て
二
重
下
線
付
き

の
「

a
」
を
用
い
て
い
る
こ
と
か
ら
、
厳
密
な
音
声
記
号
表
記
で
は
な
く
普
通
の

エ
段
音
よ
り
も
ア
段
音
に
近
い
こ
と
を
示
す
た
め
の
便
宜
的
な
補
助
表
記
で
あ
っ

た
こ
と
が
推
測
さ
れ
る
(
写
真
3
及
び

4
参
照
)
。

さ
ら
に
時
代
が
下
っ
て
、
賢
治
没
後
に
展
開
さ
れ
た
岩
手
県
下
の
郷
土
教
育
運

動
(
昭
和
十

一
年
)
の
中
で
も
、
各
地
の
方
言
集
が
小
学
校
訓
導
た
ち
に
よ
り
郷

土
教
育
資
料
と
し
て
作
成
さ
れ
た
が
、
岩
手
郡
御
明
神
村
上
野
小
学
校
か
ら
提
出

さ
れ
た
方
言
集
に
「
ア
A

ズ

あ

れ

・
あ
い
つ
、
エ
グ
ナ
A

悪
い
」
、
紫
波
郡
佐
比

内
村
佐
比
内
小
学
校
か
ら
提
出
さ
れ
た
方
言
集
に
「
ふ
き
の
と
う
ば
っ
け
A

」
の

よ
う
に
記
載
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
小
松
代

(一

九
八
八
)
に
よ
っ
て
報
告
さ
れ
て

お
り
、
そ
の

一
部
を
岩
手
県
立
図
書
館
で
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ち
な
み
に
、

郷
土
教
育
資
料
で
は
安
定
的
に
「
A

」
表
記
が
登
場
す
る
わ
け
で
は
な
く
、
大
方

は
仮
名
表
記
で
あ
り
、
[
倍
。
何
一]
を
例
に
と
れ
ば
「
あ
が
え
・
あ
げ
あ
・
あ
げ
え
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仁
干
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1

、

‘

聞q
u真写

あ
・
あ
げ
や
・
あ
げ
ゃ
あ
」
な
ど
様
々
に
表
記
さ
れ
て
い
る
。

以
上
の
こ
と
か
ら
、
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
を
添
え
書
き
す
る
「

a
」
表
記

は
、
宮
沢
賢
治
の
独
創
と
断
ず
る
よ
り
も
、
明
治
か
ら
大
正
期
に
か
け
て

の
時
期
に
岩
手
の
教
育
関
係
者
の
間
で
、
あ
る
程
度
一
般
的
に
行
わ
れ
て

い
た
方
言
音
表
記
の
慣
行
が
背
景
に
あ
っ
た
と
見
る
べ
き
だ
ろ
う
。
賢
治

を
含
め
て
、
地
域
の
教
養
層
の
多
く
の
人
た
ち
が
、
こ
の
よ
う
な
発
音
を

岩
手
方
言
の
発
音
の
特
色
と
と
ら
え
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
。
あ
る

い
は
、
自
分
た
ち
の
言
語
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
ー
の

一
部
を
構
成
す
る

も
の
と
し
て
と
ら
え
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
な
お
、
賢
治
作
品
の
中

で
は
、
こ
の
広
い
エ
段
音
に
対
す
る
「

a
」
の
ア
ル
フ
ァ
ベ

ッ
ト
表
記
は

再
び
登
場
せ
ず
、
ほ
ほ
比
較
的
安
定
し
て
仮
名
表
記
が
使
わ
れ
て
い
く
。

「
風
の
又
三
郎
」
を
例
に
見
て
い
こ
う
。

〔
九
月
五
日
〕

次
の
日
は
朝
の
う
ち
は
雨
で
し
た
が
、

二
時
間
白
か
ら
だ
ん
だ
ん
明

る
く
な
っ
て
三
時
間
目
の
終
わ
り
の
十
分
休
み
に
は
た
う
と
う
す
っ

か
り
や
み
、

:
〈中
略
〉
:・

き

が

ぶ

だ

う

づ

る

l
i
l
-
-

「
下
っ
た
ら
葡
萄
蔓
と
り
に
行
が
な
い
が
。
」
耕
助
が
嘉
助
に
そ
っ
と

云
ひ
ま
し
た
。

「
行
ぐ
行
ぐ
。
又
三
郎
も
行
が
刻
叫
が
。
」
嘉
助
が
さ
そ
ひ
ま
し
た
。

耕
助
は
、

写真4
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「
わ
あ
い
、
あ
そ
ご
又
三
郎
さ
教
へ
る
や
刻
パ
ぢ
や
口
」
と
云
い
ま
し
た
が
三
郎
は
知
ら
な
い
で
、

「
行
く
よ
。
ぼ
く
は
北
海
道
で
も
と
っ
た
ぞ
。
ぼ
く
の
お
母
さ
ん
は
樽
へ
二
つ
つ
漬
け
た
よ
よ
と
云
い
ま
し
た
。

「
葡
萄
と
り
に
お
ら
も
連
で
が
剖
叫
が
。
」
二
年
生
の
承
古
も
云
い
ま
し
た
。

「
わ
が
刻
パ
ぢ
ゃ
。
う
な
ど
さ
教
へ
る
や
刻
パ
ぢ
ゃ
。
お
ら
も
去
年
な
新
し
い
ど
ご
目
附
だ
ぢ
ゃ
。
」

う0特集地域と賢治

傍
線
を
施
し
た
六
箇
所
の
「
な
い
」
が
音
声
と
し
て
[
ロ
ム
も
し
く
は

[
D
8
〕
(
以
下
、
母
音
は

[ι
で
統
一
)
で
あ
る
こ
と
は
明
確
で
あ
ろ
う
。

作
品
の
方
一
一
一
日
表
記
と
し
て
広
い
エ
段
音
を
「
ア
段
仮
名
+
小
書
き
の
イ
」
と
す
る
正
書
法
が
賢
治
に
は
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
な
お
、
上
記
の

「
枇
語
矯
正
に
使
用
す
る
方
二
一
一
口
調
」
「
音
韻
口
語
法
調
査
」
「
郷
土
教
育
資
料
」
に
は
、
広
い
エ
段
音
を
「
ア
段
仮
名
+
小
書
き
の
イ
」
で
表
す
例
は

見
ら
れ
な
い
よ
う
だ
。

台
本
と
い
う
性
質
上
、
ト
書
き
以
外
は
話
し
言
葉
で
あ
り
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
方
言
で
記
さ
れ
て
い
る
作
品
「
種
山
が
原
の
夜
」
で
賢
治
の
正
書

法
を
確
認
し
て
み
よ
う
。
劇
の
台
詞
の
出
だ
し
部
分
を
、
方
一
一
一
一
口
注
釈
と
と
も
に
示
す
と
以
下
の
よ
う
で
あ
る
口

伊
藤
、
(
暫
く
遠
い
風
の
音
を
聞
い
た
后
)

ま

だ

む

ぎ

「
又
少
し
風
の
方
向
ぁ
、
変
っ
た
ゃ
う
だ
な
。

タ
・
カ
行
の
音
は
濁
音
化
す
る
。
)

日
雇
一
、
「
な
あ
に
、
あ
で
に
な
ら
な
い
だ
ん
す
。
夜
明
げ
近
ぐ
づ
も
な
、
風
も
ぶ
ら
ぶ
ら
ど
行
っ
た
り
来
た
り
す
る
も
ん
だ
も
す
。
」

な
い
だ
ん
す
」
は

[
5
5
5仏
雪
印
忌
]
。
「
づ
も
な
」
は
「
と
い
う
も
の
あ
」
の
縮
約
形
。
)

伊
藤
、
「
と
に
か
ぐ
ず
ゐ
ぶ
ん
寒
く
な
た
口
」
(
「
な
た
」
は
「
な
っ
た
」
、
促
音
の
独
立
性
が
低
い
。
)

日
雇
二
、
「
し
た
、
葬
れ
る
が
も
し
れ
な
い
ぢ
ゃ
い
。
斯
う
寒
ぐ
な
て
風
の
西
に
変
れ
ば
よ
(
「
し
た
」
は
接
続
詞
も
し
く
は
間
投
詞
、
「
(
そ

う
)
し
た
ら
」
と
い
う
意
味
。
「
し
れ
な
い
ぢ
ゃ
い
」
は

F
S
B需
品
以
内
〕
。
)

日
一
躍
一
、
「
な
あ
に
、
あ
で
に
な
ら
な
い
だ
ぢ
ゃ
、
昨
日
の
日
暮
れ
方
の
虹
も
灰
い
ろ
だ
た
し
さ
。
」
(
「
な
ら
な
い
だ
ぢ
ゃ
」
は

F
R
g
n含
企
色
。

「
昨
日
」
は
「
き
の
う
な
」
、
「
灰
い
ろ
」
は
「
あ
ぐ
い
ろ
」
で
あ
ろ
う
。
)

晴
れ
る
べ
が
口
」

(
名
詞
に
付
く
「
あ
」

は
主
格
助
詞
「
が
」

に
当
た
る
。
…
訪
中
に
現
れ
る

(
「
な
ら



伊
藤
、
「
ほ
に
朝
虹
く
ら
く
て
タ
虹
明
り
ば
葬
れ
る
て
云
ふ
ん
だ
な
。
」
(
「
ほ
に
」
は
「
本
当
に
」
。
「
明
り
ば
」
は
「
明
る
い
な
ら
」
、
接
続
助

詞
「
ば
」
は
終
止
形
も
し
く
は
語
幹
接
続
。
)

日
雇
一
、
「
ま
ん
っ
さ
う
云
う
ん
だ
な
す
」
(
「
ま
ん
つ
」
は
「
ま
ず
」
。
「
な
す
」
は
丁
寧
表
現
、
「
で
す
ね
」
。
)

伊
藤
、
「
降
る
た
っ
て
は
高
で
知
れ
だ
も
ん
だ
な
。
」
(
「
は
」
は
[
当
色
で
は
な
く
、

[g]
で
あ
り
、
副
詞
で
、
「
も
う
」
と
い
う
よ
う
な
音
山

味
。
)

日
雇
一
、
「
そ
だ
ん
す
ま
あ
ん
つ
、
夜
ぁ
明
げ
で
、
も
や
も
だ
ん
だ
に
融
げ
で
、
お
日
さ
ん
出
は
て
、
草
あ
ぎ
ん
が
め
た
ら
、
そ
の
時
あ

日
っ
付
も
ん
だ
ど
思
あ
な
い
ゃ
な
い
ん
す
。
」
(
「
ぎ
ん
が
め
ぐ
」
は
、
ギ
ラ
ギ
ラ
輝
く
様
子
。
「
思
あ
な
い
ゃ
な
い
ん
す
」
は
「
思
あ
な
い
ゃ

な
い
ん
す
」
と
四
文
字
目
を
小
書
き
の
「
い
」
に
し
た
方
が
賢
治
の
正
書
法
に
ふ
さ
わ
し
く
、
発
音
は
〔
O
B
O
当
S
4
8
2∞
品
]
と
思
わ
れ

る
が
、
小
書
き
の
「
い
」
で
は
な
く
「
い
」
で
書
か
れ
る
こ
と
も
多
い
。
印
刷
上
の
便
宜
と
い
う
こ
と
も
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。
他
の
作
品

に
も
こ
の
よ
う
な
例
は
多
く
み
ら
れ
る
。
)

伊
藤
、
「
葬
れ
る
さ
い
す
だ
れ
ば
、
朝
飯
前
に
、
笹
長
根
の
入
り
口
ま
で
大
丈
夫
だ
な
。
」
(
つ
審
れ
る
さ
い
す
だ
れ
ば
」
は
「
霧
れ
さ
え
す
れ

ば
」
。
)

日
一
雇
二
、
「
は
あ
、
(
草
刈
一
に
)
汝
家
が
ら
喜
助
あ
来
る
が
。
」
(
「
う
な
」
は
「
お
前
」
、
目
下
に
言
う
。
)

草
刈
一
、
「
く
る
て
さ
、
喜
助
も
嘉
っ
こ
も
来
る
。
昨
日
朝
も
来
る
だ
が
て
ば
だ
ば
だ
た
た
ん
と
も
、
陸
稲
の
草
除
ら
な
い
や
な
く
て
さ
。
」

(
「
昨
日
朝
」
は
「
き
な
あ
さ
ま
」
。
「
ば
だ
ば
だ
た
た
ん
と
も
」
は
「
ば
た
ば
た
と
し
て
い
た
が
」
。
)

草
刈
一
、
「
そ
い
で
あ
は
、
少
し
ば
り
降
っ
て
も
大
丈
夫
だ
。
」
(
こ
の
「
は
」
も
副
詞
。
)

方
言
注
釈
に
つ
い
て
は
、
花
巻
の
方
々
に
さ
ら
に
確
認
し
て
い
た
だ
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
広
い
エ
段
音
に
対
す
る
正
書
法
が
か
な

り
徹
底
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。

「
永
訣
の
朝
」

の
方
コ
一
一
口
表
記

「
永
訣
の
朝
」
に
も
賢
治
の
方
一
言
音
表
記
の
工
夫
が
見
ら
れ
る
。
死
に
ゆ
く
妹
ト
シ
の
賢
治
に
向
け
た
発
話
が
、
詩
前
半
部
の
通
奏
低
音
の
よ
う

宮沢賢治による方言表記の工夫と地域に根ざした国語観ラ1



に
繰
り
返
さ
れ
る
部
分
で
あ
る
。
「
あ
め
ゆ
じ
ゆ
と
て
ち
て
け
ん
じ
ゃ
」
は
ど
の
よ
う
な
音
声
を
表
現
し
よ
う
と
し
た
も
の
だ
ろ
う
か
。
賢
治
自
註

で
は
、
「
あ
め
ゆ
き
と
っ
て
き
て
く
だ
さ
い
」
と
あ
る
の
で
、
意
味
に
つ
い
て
は
明
瞭
で
あ
る
。
音
声
面
で
は
、
一
般
に
口
蓋
化
と
過
称
さ
れ
る
音

声
現
象
を
反
映
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

み
ぞ
れ

「
あ
め
ゆ
じ
ゅ
」
に
つ
い
て
は
、
岩
手
方
言
で
は
「
実
」
と
は
言
わ
ず
、
ア
メ
ユ
ギ
(
雨
雪
)
と
い
う
言
い
方
を
す
る
。
語
中
の
カ
行
音
・
タ
行

音
は
濁
音
化
し
、
「
雪
」
は
ユ
ギ
と
な
る
。
賢
治
自
註
で
「
あ
め
ゆ
き
」
と
あ
り
、
助
詞
の
「
を
」
が
示
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
か
ら
、
「
あ
め
ゆ
じ

ゅ
」
だ
け
で
「
雨
雪
」
を
表
し
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
東
北
方
言
は
一
般
に
ズ

l
ズ
l
弁
と
呼
ば
れ
、
イ
の
音
を
前
舌
狭
母
音
の
巴
で
は
な
く
、

中
舌
狭
母
音
の
ロ
]
で
発
音
し
、
ウ
の
音
も
後
舌
狭
母
音
(
円
唇
)
の

[ι
で
は
な
く
、
後
舌
狭
母
音
(
平
唇
)
[
忌
]
で
発
音
す
る
(
母
音
字

母
の
上
の
二
重
点
は
中
舌
母
音
で
あ
る
こ
と
を
示
す
補
助
記
号
)
。
従
っ
て
、
ア
メ
ユ
ギ
は

[
m
B
4
忌
色
と
な
り
、
な
お
か
つ
花
巻
方
言
で
は

「
ギ
」
の
音
節
は
中
舌
母
音
の
影
響
を
受
け
て
子
音
の
発
音
も
変
化
し
、

[
m
E
m
u
-
H
H
H
G
包
.1ω
目
。
」
品
川
口
]
の
よ
う
な
音
相
に
な
っ
て
い
る
。
「
ギ
」
の
音

が
、
「
ギ
」
と
「
ジ
」
の
同
時
調
音
、
も
し
く
は
「
ジ
」
の
よ
う
な
音
に
変
っ
て
し
ま
う
口
蓋
化
と
呼
ば
れ
る
音
現
象
で
あ
る
。
各
地
の
方
言
で
し

ば
し
ば
観
察
さ
れ
、
決
し
て
珍
し
い
音
現
象
で
は
な
い
。
新
・
校
本
全
集
校
異
篇
に
よ
れ
ば
、
《
詩
集
印
刷
用
原
稿
》
で
は
「
あ
め
ゆ
じ
ゅ
」
と

「
ゆ
」
は
小
書
き
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
藤
原
嘉
藤
治
旧
蔵
本
に
お
け
る
手
入
れ
で
は
、
一
筒
所
「
あ
め
ゆ
ぢ
ゆ
」
と
な
っ
て
い
る
口

「
と
て
ち
て
」
の
「
と
て
」
は
「
取
っ
て
」
の
こ
と
で
、
東
北
方
言
は
北
に
な
る
ほ
ど
援
音
・
促
音
・
長
音
が
短
く
、
音
節
と
し
て
の
独
立
性
が

低
い
た
め
、
一
文
字
分
で
表
記
さ
れ
な
い
こ
と
が
多
い
。
ま
た
、
「
ち
て
」
は
「
来
て
」
の
こ
と
で
、
こ
れ
も
口
蓋
化
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
表
し

て
い
る
。
実
際
の
発
音
は

F
B
o
j
官
同

ι
の
よ
う
な
音
相
を
写
し
と
っ
た
仮
名
表
記
で
あ
る
。
「
キ
」
の
音
が
、
「
キ
」
と
「
チ
」
の
同
時
調
音
、

も
し
く
は
「
チ
」
の
よ
う
な
音
に
な
る
音
変
化
で
あ
り
、
や
は
り
珍
し
い
現
象
で
は
な
い
。
新
・
校
本
全
集
校
異
篇
に
よ
れ
ば
、
藤
原
嘉
藤
治
旧
蔵

本
に
お
け
る
手
入
れ
に
お
い
て
、
「
と
て
ち
て
」
を
「
と
て
き
て
」
と
直
し
、
そ
の
後
も
う
一
度
「
と
て
ち
て
」
に
一
決
し
て
い
る
箇
所
が
見
ら
れ
る

と
い
う
。
賢
治
自
身
も
、
こ
の
よ
う
に
揺
れ
る
音
相
に
対
し
て
、
か
な
り
手
こ
ず
っ
て
い
る
様
子
が
う
か
が
え
て
ま
こ
と
に
興
味
深
い
。

広
い
エ
段
音
に
関
し
て
も
、
「
永
訣
の
朝
」
に
は
賢
治
の
工
夫
の
形
跡
が
残
さ
れ
て
い
る
。
詩
の
後
半
に
現
れ
る
ト
シ
の
発
話
「

(
0
5
0
5号

ω
E
Zユ
認
ロ
B
。
)
」
が
ロ
ー
マ
字
書
き
で
、
「
(
う
ま
れ
で
く
る
た
て
/
こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
や
の
ご
と
ば
か
り
で
/
く
る
し
ま
な
あ
ょ
に
う
ま
れ

て
く
る
と
の
フ
レ
ー
ズ
が
仮
名
書
き
さ
れ
て
い
る
が
、
新
・
校
本
全
集
校
異
篇
に
収
め
ら
れ
た
《
詩
集
印
刷
用
原
稿
》
で
は
ど
ち
ら
の
フ
レ
ー
ズ

も
仮
名
書
き
と
ロ
ー
マ
字
書
き
が
併
記
さ
れ
て
い
る
。
「
(
う
ま
れ
で
く
る
た
て
:
:
:
)
」
の
方
を
見
て
み
よ
う
。
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(
*
[
う
ま
れ
で
く
る
た
て
↓

d
E
R
a
o
内ロ
E
E
O
]
/
[
こ
ん
ど
は
こ
た
に
わ
り
や
の
ご
と
ば
が
り
で
↓
問
。
足
。
宮
内
。
E
E
司
R陣
g
m。
s

g
m
o
E
O
]
/
[く
る
す
ま
な
い
よ
に
う
ま
れ
で
く
る
↓
閃
E
H
2
5
8
r占
E
C
E
R
O号
E
E
]
)

初
版
本
で
「
く
る
し
ま
な
あ
ょ
に
」
が
印
刷
原
稿
で
「
く
る
す
ま
な
い
よ
に
」
と
あ
る
の
は
、
シ
・
ジ
・
チ
と
ス
・
ズ
・
ツ
が
同
一
発
音
に
な
る

ズ
l
ズ
l
弁
が
反
映
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
も
う
一
つ
、
初
版
本
で
「
な
あ
ょ
に
」
と
あ
る
部
分
が
印
刷
原
稿
で
「
な
い
よ
に
」
と
な
っ
て
い
る
の

は
広
い
エ
段
音
表
記
の
問
題
で
あ
る
。
ロ
ー
マ
字
書
き
で
も
「
わ
り
や
の
ご
と
」
「
く
る
す
ま
な
い
よ
に
」
の
部
分
に
「
尋
問
合
同
o
m。
S
」

「
内
耳
ロ
2
5
8
r占
巳
」
の
よ
う
に
不
思
議
な
ロ
ー
マ
字
表
記
が
表
れ
て
い
る
。
「
前
」
の
表
記
が
広
い
エ
段
音
を
表
す
た
め
に
使
わ
れ
て
い
る
こ
と
は

明
白
で
あ
る
。
そ
し
て
、
明
治
期
の
「
盛
岡
市
音
韻
調
査
」
(
明
治
四
十
一
年
)
に
使
わ
れ
て
い
た
「
丘
表
記
と
酷
似
し
て
い
る
こ
と
に
、
あ
ら

た
め
て
注
目
さ
れ
る
。
や
は
り
、
当
時
の
教
育
関
係
者
の
問
で
一
般
化
し
て
い
た
に
違
い
な
い
方
言
音
表
記
慣
行
が
背
景
に
あ
っ
た
と
考
え
る
の
が

穏
当
か
も
し
れ
な
い
。

こ
の
よ
う
な
表
記
が
賢
治
オ
リ
ジ
ナ
ル
か
ど
う
か
と
い
う
こ
と
よ
り
は
、
方
言
の
些
細
な
音
声
表
記
に
一
貫
し
て
こ
だ
わ
り
を
持
ち
、
岩
手
以
外

の
読
者
に
は
読
み
解
く
こ
と
が
で
き
な
い
か
も
し
れ
な
い
語
義
ま
で
を
作
品
中
に
少
な
か
ら
ず
登
場
さ
せ
て
い
る
宮
沢
賢
治
の
態
度
こ
そ
が
、
正
面

か
ら
取
り
上
げ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
問
題
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
は
、
賢
治
と
同
じ
よ
う
に
方
言
を
愛
着
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
作
品
中
に
用
い
る

こ
と
を
し
な
か
っ
た
石
川
啄
木
の
対
極
に
あ
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
で
あ
る
。

四

国
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
時
代
と
地
方
で
の
実
情

イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
い
う
と
日
本
で
は
特
定
の
政
治
的
思
想
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
が
、
本
来
は
も
っ
と
広
い
文
脈
で
用
い
ら
れ
る

用
語
で
あ
る
。
誤
解
を
避
け
る
た
め
に
英
語
読
み
で
ア
イ
デ
オ
ロ
ジ
l
と
言
っ
て
み
て
も
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。
言
語
人
類
学
者
回
・

2
町
山
守
(
N
2
0
)

は

E
恒
号
民
三
島

gzmwω
に
つ
い
て
、

個
々
の
話
し
手
、
民
族
的
あ
る
い
は
そ
の
他
の
利
害
集
団
、
そ
し
て
国
民
国
家
な
ど
の
持
つ
政
治
的
・
経
済
的
関
心
を
指
示
(
円

E
R
)
す
る

言
語
構
造
や
言
語
使
用
に
関
す
る
信
念
・
感
情
・
概
念
(
筆
者
訳
)
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と
規
定
し
て
い
る
。
啄
木
や
賢
治
が
青
少
年
期
を
送
っ
た
明
治
半
ば
の
時
代
は
、
欧
米
化
と
い
う
意
味
で
の
近
代
化
の
一
環
と
し
て
、
文
化
イ
ン
フ

ラ
と
し
て
の
「
標
準
語
」
が
国
家
的
に
構
築
さ
れ
、
そ
し
て
学
校
教
育
を
通
じ
て
国
語
(
標
準
語
)
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
が
完
成
さ
れ
て
い
く
時
代
で
も

あ
っ
た
。
標
準
語
は
良
い
言
葉
、
方
一
宮
口
は
悪
い
言
葉
と
い
っ
た
社
会
通
念
も
、
明
治
か
ら
大
正
則
に
か
け
て
造
成
さ
れ
定
着
し
て
い
っ
た
支
配
的
イ

デ
オ
ロ
ギ
ー
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
れ
ら
の
過
程
は
イ
・
ヨ
ン
ス
ク
(
一
九
九
六
)
や
安
田
敏
朗
(
一
九
九
九
)
な
ど
で
詳
ら
か
に
解
析

さ
れ
て
お
り
、
ま
た
、
学
校
教
育
と
の
関
連
に
つ
い
て
は
大
野
民
男
(
二

O
O
七
)
に
も
示
し
た
よ
う
に
明
治
三
十
年
代
が
大
き
な
画
期
と
な
っ
て

い
る
。上

田
高
年
が
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
留
学
か
ら
帰
朝
し
「
国
家
と
国
語
と
」
と
題
す
る
講
演
を
行
っ
た
の
が
明
治
二
十
七
年
、
翌
二
十
人
年
に
刊
行
さ
れ
た

『
国
語
の
た
め
』
に
収
載
さ
れ
た
論
考
「
標
準
語
に
就
き
て
」
で
標
準
語
の
必
要
が
唱
え
ら
れ
、
そ
の
提
言
を
受
け
て
文
部
省
に
国
語
調
査
委
員
会

が
設
置
さ
れ
た
の
が
明
治
三
十
五
年
、
そ
し
て
全
国
一
斉
の
口
語
法
・
音
韻
調
査
を
踏
ま
え
て
標
準
語
の
選
定
作
業
が
行
わ
れ
て
い
く
。
明
治

三
十
三
年
に
は
小
学
校
令
が
改
正
さ
れ
「
国
語
」
科
が
誕
生
し
、
最
終
的
に
「
尋
常
小
学
読
本
』
に
標
準
語
が
盛
り
込
ま
れ
、
言
語
実
質
を
備
え
た

標
準
語
教
育
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
が
明
治
三
十
七
年
で
あ
る
。
読
本
の
編
纂
趣
意
書
に
は
、
「
用
語
ハ
主
ト
シ
テ
東
京
ノ
中
流
社
会
ニ
行
ワ

ル
ル
モ
ノ
ヲ
採
リ
、
カ
ク
テ
国
語
ノ
標
準
ヲ
知
ラ
シ
メ
、
其
統
一
ヲ
図
ル
ヲ
務
ム
ル
ト
共
ニ
:
:
:
」
と
あ
る
の
は
、
政
府
の
手
に
よ
っ
て
構
築
さ
れ

た
国
語
(
標
準
語
)
の
も
と
に
方
言
を
従
属
さ
せ
て
い
く
宣
言
で
あ
り
、
背
後
に
あ
る
の
は
中
央
集
権
的
な
国
家
意
識
と
国
語
政
策
で
あ
っ
た
。

石
川
啄
木
が
尋
常
小
学
校
に
入
学
し
た
の
は
明
治
二
十
四
年
で
あ
る
か
ら
、
ま
だ
ま
だ
国
語
の
模
索
期
で
あ
っ
て
、
文
壇
で
は
言
文
一
致
の
是
非

が
議
論
さ
れ
て
い
る
時
代
で
あ
っ
た
。
啄
木
は
国
語
の
確
立
と
と
も
に
作
家
生
活
を
歩
み
、
や
が
て
自
ら
の
手
で
短
歌
の
言
文
一
致
を
果
た
す
こ
と

に
な
る
。
宮
沢
賢
治
の
場
合
は
、
尋
常
小
学
校
入
学
が
明
治
三
十
六
年
、
固
定
教
科
書
制
が
公
布
さ
れ
た
年
で
あ
り
、
ま
さ
に
国
策
と
し
て
の
国
語

教
育
が
始
動
し
た
と
き
に
賢
治
は
学
校
教
育
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
。

こ
の
時
期
の
中
央
で
の
教
育
界
の
動
静
は
国
語
教
育
史
関
係
文
献
で
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
岩
手
の
よ
う
な
方
言
が
顕
著
な
地
域
に
お
い

て
、
国
の
策
定
し
た
国
語
政
策
が
ど
の
よ
う
に
受
け
と
め
ら
れ
、
実
行
さ
れ
て
い
っ
た
の
か
を
知
る
手
掛
か
り
は
多
く
残
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治

十
八
年
か
ら
月
三
回
発
行
さ
れ
る
教
育
雑
誌
『
岩
手
学
事
葉
報
』
を
は
じ
め
と
す
る
地
方
教
育
資
料
に
も
と
づ
い
て
、
明
治
三
十
年
代
の
岩
手
の
方

言
矯
正
を
め
ぐ
る
状
況
を
報
告
し
た
小
島
千
裕
(
二

O
一
六
)
に
よ
る
と
、
国
の
国
語
政
策
の
方
針
を
直
接
担
う
岩
手
師
範
学
校
及
び
附
属
小
学
校

と
一
般
校
と
で
は
受
け
と
め
方
に
ず
れ
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
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先
導
的
な
師
範
学
校
附
属
小
学
校
で
は
、
明
治
三
十
七
年
か
ら
使
用
さ
れ
る
固
定
教
科
書
に
即
し
た
『
岩
手
県
師
範
学
校
附
属
小
学
校
国
語
科
教

授
細
目
』
を
作
成
し
、
同
年
『
岩
手
学
事
葉
報
』
に
掲
載
し
て
お
り
、
初
学
年
児
童
に
は
配
慮
す
る
と
し
な
が
ら
も
、
国
語
科
に
お
け
る
基
礎
的
練

習
・
反
復
練
習
に
重
き
を
置
き
な
が
ら
、
方
言
を
使
わ
ず
標
準
語
を
目
指
す
と
い
う
方
向
性
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
て
一
般
校
に
お
い
て
は
、

児
童
の
使
う
こ
と
ば
が
読
本
の
こ
と
ば
と
か
け
離
れ
て
い
る
現
実
が
矯
正
の
動
機
づ
け
と
は
な
っ
て
い
る
も
の
の
、
現
実
の
授
業
で
は
文
字
・
文
章

教
授
に
汲
々
と
す
る
傾
向
に
あ
り
、
談
話
会
や
対
話
方
式
な
ど
様
々
な
工
夫
が
行
わ
れ
た
が
、
矯
正
練
習
の
不
自
然
さ
の
克
服
と
い
う
課
題
も
抱
え

て
い
た
。
話
し
こ
と
ば
教
育
で
方
言
矯
正
を
継
続
的
に
徹
底
す
る
こ
と
の
難
し
さ
の
た
め
に
、
教
員
と
し
て
の
使
命
と
教
室
の
現
実
と
の
間
で
葛
藤

す
る
様
子
が
見
ら
れ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、
教
員
に
対
す
る
音
声
学
や
言
語
学
の
講
習
会
も
十
分
に
は
開
か
れ
ず
、
教
員
自
身
も
普
段

の
生
活
の
中
で
方
言
・
批
言
を
使
用
し
、
自
分
自
身
の
こ
と
ば
を
顧
み
な
い
状
況
も
あ
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
国
の
政
策
と
い
っ
て
も
、

批
音
批
語
が
豊
か
に
存
在
し
て
い
た
東
北
地
方
の
学
校
現
場
で
は
、
一
朝
一
夕
に
成
果
が
あ
が
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
察
せ
ら
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
遅
々
と
し
た
歩
み
で
は
あ
る
が
、
固
に
よ
っ
て
策
定
さ
れ
た
国
語
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
各
地
の
師
範
学
校
な
ど
を
拠
点
と
し

て
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
で
確
実
に
地
方
の
学
校
教
育
に
浸
透
し
て
い
き
、
宮
沢
賢
治
も
標
準
語
の
組
織
的
広
が
り
の
中
で
小
学
校
教
育
を
受
け
た
は
ず
で

あ
る
。
そ
れ
な
ら
ば
、
な
ぜ
賢
治
は
方
言
を
作
品
中
で
意
図
的
に
使
用
す
る
こ
と
を
選
ん
だ
の
だ
ろ
う
か
。

五

宮
沢
賢
治
の
国
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー

大
正
十
五
年
十
二
月
十
二
日
、
賢
治
が
父
政
次
郎
に
宛
て
た
書
簡
に
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
人
と
の
出
会
い
に
関
す
る
興
味
深
い
報
告
が
あ
る
。

今
日
は
午
后
か
ら
タ
イ
ピ
ス
ト
学
校
で
友
達
に
な
っ
た
シ

l
ナ
と
い
う
印
度
人
の
紹
介
で
東
京
国
際
ク
ラ
ブ
の
集
会
に
出
て
み
ま
し
た
。
:
・

〈
中
略
〉
・
:
そ
の
う
ち
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
公
使
が
日
本
語
で
講
演
し
ま
し
た
。
そ
れ
が
尽
く
物
質
文
明
を
排
し
て
新
し
い
農
民
の
文
化
を
建
て
る

と
い
ふ
風
の
話
で
耳
の
痛
く
な
い
の
は
私
一
人
、
講
演
が
済
ん
で
し
ま
ふ
と
公
使
は
ひ
と
り
あ
き
ら
め
た
や
う
に
椅
子
に
か
け
て
し
ま
ひ
み
ん

な
は
し
ば
ら
く
水
を
き
さ
れ
た
と
い
ふ
風
で
し
た
が
、
こ
の
人
は
名
高
い
博
言
博
士
で
十
箇
国
の
言
語
を
自
由
に
話
す
人
な
の
で
私
は
実
に
天

の
助
け
を
得
た
つ
も
り
、
早
速
出
掛
け
て
行
っ
て
農
村
の
問
題
特
に
も
方
言
を
如
何
に
す
る
か
の
問
題
な
ど
尋
ね
ま
し
た
ら
、
向
ふ
も
椅
子
か

ら
立
っ
て
い
ろ
い
ろ
話
し
て
呉
れ
ま
し
た
。
や
っ
ぱ
り
著
述
は
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
よ
る
の
が
一
番
だ
と
も
云
い
ま
し
た
。
私
は
こ
の
日
本
語
を
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わ
か
る
外
人
に
本
を
贈
り
も
う
一
度
公
使
館
に
訪
ね
て
行
か
う
と
思
ひ
ま
す
。
ど
う
か
土
蔵
か
ら
童
話
と
詩
の
本
を
各
四
冊
づ
っ
小
包
で
お
送

り
を
願
ひ
ま
す
。

こ
の
初
代
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
公
使
は
、
後
年
ア
ル
タ
イ
語
学
の
開
拓
者
と
し
て
東
洋
一
語
学
の
歴
史
に
名
を
残
す
こ
と
に
な
る
グ
ス
タ
フ
・
ラ
ム
ス
テ

ッ
ト
で
あ
る
。
こ
の
後
賢
治
か
ら
献
呈
さ
れ
た
『
注
文
の
多
い
料
理
屈
』
と
『
春
と
修
羅
』
は
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
に
持
ち
帰
ら
れ
、
今
で
も
ラ
ム
ス
テ

ツ
ト
の
文
庫
に
収
め
ら
れ
て
い
る
と
い
う
(
佐
藤
泰
平
一
九
九
二
)
。
後
段
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
に
言
及
す
る
部
分
は
多
く
の
研
究
者
の
引
用
す
る
と

こ
ろ
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
前
段
の
ト
ピ
ッ
ク
「
農
村
の
問
題
特
に
も
方
一
一
一
日
を
如
何
に
す
る
か
の
問
題
な
ど
尋
ね
ま
し
た
ら
、
向
ふ
も
椅
子
か
ら
立

っ
て
い
ろ
い
ろ
話
し
て
呉
れ
ま
し
た
口
」
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
農
村
と
方
言
を
め
ぐ
っ
て
、
こ
の
と
き
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
会
話
が
二
人
の
問

で
交
わ
さ
れ
た
か
は
残
念
な
が
ら
記
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
こ
で
、
や
は
り
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
と
当
時
交
流
の
あ
っ
た
同
時
代
人
、
柳
田
国
男
の
記
憶
に

よ
っ
て
、
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
が
語
っ
た
で
あ
ろ
う
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
農
村
と
方
言
に
関
す
る
問
題
を
推
定
し
て
み
よ
う
口
昭
和
十
年
、
一
一
一
菱
倶
楽
部
で

の
講
演
記
録
「
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
の
学
問
」
(
「
豪
華
』
二
二
回
一
柳
田
国
男
全
集
二
九
巻
所
収
)
に
よ
れ
ば
、

感
心
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
の
一
つ
は
、
国
語
を
大
事
に
し
て
居
る
と
い
ふ
こ
と
で
あ
る
口
此
悶
は
第
十
二
世
紀
の
半
ば
頃
か
ら
十
九
世
紀
の
始

め
迄
、
六
百
五
十
年
余
り
の
間
引
続
い
て
、
西
隣
の
瑞
典
に
よ
っ
て
支
配
せ
ら
れ
て
尉
た
。
・
・
・
〈
中
略
〉
・
・
・
従
う
て
上
流
の
用
語
は
、
生
ま

れ
の
如
何
を
聞
は
ず
悉
く
瑞
典
語
で
あ
っ
て
、
其
状
態
が
露
西
亜
領
に
な
っ
た
後
ま
で
も
続
い
て
居
た
の
で
あ
る
。
始
め
て
フ
イ
ン
語
を
小
学

校
で
教
え
る
こ
と
を
許
し
た
の
が
千
八
百
四
十
一
年
、
こ
れ
を
瑞
典
語
と
対
等
に
公
用
語
と
す
る
や
う
に
な
っ
た
の
は
、
此
世
紀
に
入
っ
て
か

ら
後
の
こ
と
で
あ
る
。
・
:
〈
中
略
〉
:
・
そ
れ
に
も
拘
ら
ず
此
語
は
滅
び
も
衰
へ
も
せ
ず
、
古
い
形
を
保
存
し
て
居
た
の
み
か
、
寧
ろ
地
方
的
に

分
化
し
て
成
長
し
て
居
た
の
は
、
不
思
議
と
い
っ
て
も
よ
い
位
の
現
象
で
あ
る

D

千
九
百
十
八
年
の
独
立
後
に
、
文
部
省
は
最
初
の
事
業
と
し

て
辞
典
の
編
纂
に
着
手
し
た
。
今
で
も
毎
年
大
き
な
金
を
支
出
し
て
其
仕
事
を
継
続
し
て
居
る
。
ど
う
し
て
さ
う
長
く
か
か
る
だ
ろ
う
と
い
ふ

こ
と
を
、
前
の
公
使
の
ラ
ム
ス
テ
ッ
ド
博
士
に
尋
ね
て
見
た
こ
と
が
あ
る
。
何
し
ろ
地
方
的
変
化
が
甚
だ
し
く
、
た
と
へ
ば
「
打
つ
」
と
い
ふ

一
つ
の
動
詞
で
も
、
頭
に
つ
け
尾
を
添
へ
て
少
し
ず
つ
心
持
の
ち
が
っ
た
の
が
、
何
百
と
い
ふ
ほ
ど
あ
る
の
で
、
全
体
で
は
四
百
万
と
か

五
百
万
と
か
の
、
え
ら
い
数
に
な
る
か
ら
と
い
ふ
話
で
あ
っ
た
が
、
精
確
な
数
量
は
記
憶
し
て
居
な
い
。
・
:
〈
中
略
〉
:
・
無
論
追
々
に
標
準
語
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を
き
め
て
統
一
す
る
で
あ
ら
う
し
、
実
際
又
最
近
の
交
通
発
達
に
よ
っ
て
、
す
で
に
大
分
統
一
せ
ら
れ
で
も
居
る
。

た
ダ
少
し
で
も
内
容
や
心
持
の
ち
が
っ
た
語
は
、
一
応
は
皆
採
録
し
て
お
く
方
針
と
見
う
け
ら
れ
る
。
日
本
で
方
言
説
話
と
称
し
て
、
何
で

も
か
で
も
都
府
以
外
に
行
は
れ
て
居
る
言
葉
を
、
全
部
生
煮
え
の
漢
語
な
ど
、
さ
し
替
へ
さ
せ
よ
う
と
し
た
の
と
は
、
心
掛
け
に
於
て
大
分
の

相
違
が
あ
る
や
う
で
あ
る
。

当
時
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
は
第
一
次
大
戦
が
終
了
し
、
ド
イ
ツ
帝
国
・
ウ
ィ
ー
ン
帝
国
な
ど
の
強
大
な
王
族
国
家
か
ら
次
々
と
民
族
国
家
が
解
放
さ
れ

独
立
を
果
た
し
て
い
く
時
代
に
あ
っ
て
、
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
も
か
つ
て
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
王
国
や
ロ
シ
ア
帝
国
か
ら
は
じ
め
て
国
家
と
し
て
自
立
す
る

道
を
選
ぶ
こ
と
が
で
き
た
。
明
治
期
の
国
語
調
査
委
員
会
が
範
と
し
た
国
語
政
策
が
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
や
チ
ェ
コ
な
ど
を
自
国
領
に
包
摂
す
る
ド
イ
ツ

帝
国
や
ウ
ィ
ー
ン
帝
国
の
そ
れ
で
あ
っ
た
の
に
対
し
て
、
大
戦
後
に
独
立
を
獲
得
し
た
フ
ィ
ン
ラ
ン
ド
な
ど
の
民
族
国
家
は
、
自
分
た
ち
の
民
族
言

語
に
も
と
づ
く
国
語
づ
く
り
を
目
指
し
て
い
っ
た
の
は
当
然
の
流
れ
で
あ
る
。
柳
田
の
国
語
観
が
後
者
に
近
く
、
文
部
省
の
標
準
語
政
策
と
反
り
の

合
わ
な
い
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
お
り
、
方
言
を
排
除
し
な
い
国
語
づ
く
り
を
目
指
し
た
柳
田
の
主
張
は
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
と
強
く
共

鳴
す
る
(
大
野
二

O
一
一
)
。

三
段
論
法
の
よ
う
に
な
っ
て
し
ま
う
が
、
農
村
と
方
言
を
め
ぐ
る
宮
沢
賢
治
と
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
と
の
対
話
の
中
で
、
方
言
か
ら
国
語
を
ボ
ト
ム
ア

ッ
プ
に
構
築
す
る
よ
う
な
話
も
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
っ
た
ら
や
は
り
推
量
の
域
を
出
な
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
い
わ
ゆ
る
大
戦
間

の
世
界
は
、
明
治
政
府
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
は
カ
ウ
ン
タ
ー
・
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
関
係
に
あ
る
新
た
な
国
語
観
を
構
想
で
き
る
時
代
と
な
っ
て
お
り
、

大
逆
事
件
な
ど
の
逼
塞
し
た
社
会
状
況
を
生
き
た
啄
木
の
時
代
と
は
ち
が
っ
て
、
国
際
的
に
も
地
域
的
に
も
あ
る
程
度
の
風
通
し
の
よ
さ
の
中
で
賢

治
は
生
き
る
こ
と
が
可
能
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

宮
沢
賢
治
に
よ
る
イ
l
ハ
ト

l
ブ
と
い
う
場
所
の
仮
構
を
真
正
面
か
ら
論
じ
た
力
作
、
宮
口
問
(
N
S
N
)

の
第
五
章
は
、
童
話
「
お
き
な
ぐ
さ
」
の

冒
頭
が
、う

ず
の
し
ゅ
げ
を
知
っ
て
ゐ
ま
す
か
。
/
う
ず
の
し
ゅ
げ
は
、
植
物
学
で
は
お
き
な
ぐ
さ
と
呼
ば
れ
ま
す
が
お
き
な
ぐ
さ
と
い
ふ
名
は
何
だ
か

あ
の
や
さ
し
い
若
い
花
を
あ
ら
わ
さ
な
い
や
う
に
お
も
ひ
ま
す
。
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の
よ
う
に
、
標
準
和
名
「
お
き
な
ぐ
さ
」
に
対
す
る
方
一
一
一
日
形
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
を
対
比
さ
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
、
日
本

の
国
語
と
植
物
学
の
近
代
化
過
程
を
す
り
あ
わ
せ
て
と
ら
え
る
こ
と
で
、
賢
治
が
方
言
形
「
う
ず
の
し
ゅ
げ
」
を
あ
え
て
使
用
す
る
理
由
を
明
ら
か

に
し
て
い
る
。
江
戸
後
期
の
博
物
学
の
草
分
け
で
あ
っ
た
『
草
木
果
実
写
真
図
譜
』
な
ど
で
は
方
言
形
が
豊
か
に
記
載
さ
れ
て
い
る
の
に
対
し
、
明

治
以
降
、
西
洋
の
植
物
学
に
準
拠
し
た
牧
野
富
太
郎
な
ど
の
植
物
辞
書
に
お
い
て
見
出
し
語
が
「
お
き
な
ぐ
さ
」
に
し
ぼ
ら
れ
て
い
く
過
程
が
丹
念

に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ち
ょ
う
ど
明
治
期
に
標
準
化
と
い
う
形
で
国
語
の
近
代
化
が
進
め
ら
れ
た
の
と
同
じ
契
機
で
、
博
物
学
の
世
界
で
も
リ
ン

ネ
・
モ
デ
ル
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
る
と
同
時
に
、
植
物
和
名
の
標
準
化
が
行
わ
れ
て
い
っ
た
こ
と
に
な
る
。
賢
治
が
あ
え
て
語
源
も
未
詳
の
「
う
ず

の
し
ゅ
げ
」
を
用
い
て
物
語
を
語
っ
て
い
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
円
、
。
ロ
向
(
N
C
H
N
)

は
、
方
言
は
世
界
を
知
る
た
め
の
国
有
の
シ
ス
テ
ム
で
あ
り
、
別

の
も
う
一
つ
の
世
界
に
つ
な
が
る
、
生
き
て
呼
吸
す
る
ア
ク
セ
ス
・
ポ
イ
ン
ト
(
入
り
口
)
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
の
だ
と
説
明
し
て
い
る
。
こ
の

よ
う
な
理
解
は
、
同
じ
時
代
に
柳
田
国
男
の
提
唱
し
た
民
俗
世
界
の
窓
口
と
し
て
の
民
俗
語
葉
の
考
え
方
に
照
ら
し
て
み
れ
ば
、
さ
ら
に
容
易
に
納

得
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

も
ち
ろ
ん
宮
沢
賢
治
と
柳
田
国
男
は
直
接
の
つ
な
が
り
を
持
た
な
い
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。
た
だ
し
、
同
じ
大
戦
聞
の
世
界
を
生
き
て
新
し

い
思
想
の
構
築
を
目
指
し
た
こ
と
に
お
い
て
変
わ
り
は
な
い
。

最
後
に
、
二
人
の
聞
を
媒
介
す
る
人
物
、
佐
々
木
喜
普
と
賢
治
の
交
友
に
つ
い
て
も
触
れ
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
『
遠
野
物
語
』
の
素
材

が
、
佐
々
木
喜
善
が
柳
田
に
直
接
諮
っ
た
遠
野
の
伝
説
で
あ
っ
た
こ
と
は
知
ら
ぬ
者
が
な
い
。
「
遠
野
物
語
」
は
柳
田
に
ょ
っ
，
て
雅
文
体
で
ま
と
め

ら
れ
、
あ
た
か
も
中
世
説
話
集
的
な
文
体
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
に
対
し
、
喜
善
自
身
の
『
聴
耳
草
紙
」
な
ど
は
、
本
来
の
語
り
口
を
な
る
べ

く
写
し
取
る
よ
う
な
方
一
一
一
一
口
ま
じ
り
の
文
体
で
昔
話
を
記
述
し
て
い
る
。
そ
の
喜
善
と
賢
治
が
お
互
い
の
晩
年
に
お
い
て
交
友
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
は

あ
ま
り
知
ら
れ
て
い
な
い
。
石
井
正
己
(
二

O
O
八
)
に
よ
れ
ば
、
二
人
は
座
敷
童
と
い
う
民
俗
素
材
を
め
ぐ
っ
て
か
ね
て
知
過
を
得
て
い
た
も
の

の
、
対
而
し
て
の
肝
胆
相
照
ら
す
関
係
は
晩
年
、
昭
和
七
年
春
の
花
巻
で
の
こ
闘
の
エ
ス
ペ
ラ
ン
ト
講
習
会
を
待
た
ね
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
賢
治
は

す
で
に
病
床
に
あ
り
、
五
月
の
賢
治
か
ら
喜
善
に
宛
て
た
書
簡
に
は
、

民
間
伝
承
第
二
号
た
γ

い
ま
辱
く
拝
受
い
た
し
ま
し
た
。
/
編
輯
版
行
の
ご
苦
心
一
字
一
字
に
も
し
の
ば
れ
勿
体
な
い
よ
う
に
存
ぜ
ら
れ
ま

す
。
ま
だ
一
ぺ
ん
ひ
ら
い
て
見
た
ば
か
り
で
ご
ざ
い
ま
す
が
、
方
言
の
民
話
面
白
く
心
を
惹
か
れ
ま
し
た
。
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の
一
節
が
見
ら
れ
る
と
い
う
。
も
は
や
賢
治
も
喜
善
も
、
彼
ら
が
学
童
の
時
代
に
植
え
つ
け
ら
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
方
言
に
対
す
る
負
の
意
識
か
ら

き
れ
い
に
解
放
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
さ
え
感
じ
ら
れ
る
。

賢
治
の
国
語
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
め
ぐ
っ
て
、
ラ
ム
ス
テ
ッ
ト
、
佐
々
木
喜
善
、
柳
田
国
男
な
ど
に
言
及
し
た
が
、
喜
善
と
も
交
流
の
あ
っ
た
地
方

主
義
運
動
の
福
士
幸
次
郎
、
福
士
の
影
響
下
で
津
軽
方
言
詩
集
『
ま
る
め
ろ
』
を
編
ん
だ
高
木
恭
三
、
さ
ら
に
は
賢
治
自
身
の
農
民
芸
術
運
動
、
柳

宗
悦
の
民
芸
運
動
や
白
樺
派
の
文
学
運
動
に
も
言
及
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
は
筆
者
ら
の
領
分
を
は
る
か

に
超
え
る
課
題
と
な
る
の
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【
付
記
】

本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
年
度
岩
手
大
学
研
究
力
強
化
支
援
経
費
及
び
科
研
費

(
5
E
N
g
e
に
よ
る
研
究
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

(
お
お
の
・
ま
き
お
、
岩
手
大
学
教
育
学
部
教
授

た
け
だ
・
こ
う
こ
、
立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
専
門
研
究
員
)
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