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ま
ず
「
方
言
」
と
は
、
普
通
に
は
或
る
特
定
の

地
方
に
用
い
ら
れ
て
い
て
標
準
語
あ
る
い
は
東
京

語
と
相
違
す
る
言
葉
を
指
し
ま
す
が
、
方
言
学
上

で
い
う
方
言
と
は
「
あ
る
一
地
方
の
全
言
語
体

系
」
の
こ
と
を
い
う
の
で
、
標
準
語
と
異
な
っ
て

い
よ
う
と
一
致
し
て
い
よ
う
と
、
そ
の
地
方
の
言

葉
の
す
べ
て
と
そ
の
全
組
織
を
方
一
言
と
い
う
わ
け

で
す
。
従
っ
て
通
俗
的
な
意
味
の
方
言
、
す
な
わ

ち
或
る
地
方
に
限
り
使
わ
れ
て
い
る
特
殊
な
単
語

の
こ
と
は
、
厳
密
な
意
味
の
万
言
と
区
別
し
て
、

り
げ
ん

多
く
の
学
者
は
と
れ
を
「
僅
言
」
と
呼
ん
で
い
ま

す
。
所
で
、
本
稿
で
私
が
述
べ
る
方
言
と
は
、
我

々
の
方
言
研
究
が
少
く
と
も
究
極
的
に
は
若
越
全

体
の
、
又
は
一
地
方
の
す
べ
て
の
言
語
組
織
を
対

象
と
す
る
(
し
た
い
)
も
の
で
あ
る
限
り
、
正
し

く
「
方
言
」
研
究
で
あ
る
わ
け
で
す
が
、
実
際
的
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な
方
言
研
究
と
は
、
特
に
私
ど
も
の
場
合
に
は
、

空
安
た
る
全
言
語
体
系
な
ど
と
い
う
よ
り
は
、
具

体
的
な
珍
し
い
個
々
の
言
葉
(
即
ち
、
但
言
)
に

興
味
を
覚
え
て
、
そ
の
研
究
に
入
る
と
と
が
殆
ん

ど
で
す
し
、
ま
た
私
は
そ
の
方
が
望
ま
し
い
と
考

え
て
も
い
ま
す
の
で
、
こ
乙
で
は
敢
え
て
、
そ
の

定
義
に
こ
だ
わ
ら
ず
「
万
言
」
と
い
う
こ
と
ば
を

一
般
的
な
意
味
に
も
使
用
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

さ
て
、
方
言
に
は
種
々
の
研
究
課
題
が
あ
り
、

あ
た
か
も
大
海
の
如
く
汲
め
ど
も
尽
き
せ
ぬ
興
味

と
問
題
が
あ
る
わ
け
で
す
が
、
そ
れ
ら
は
多
く
の

場
合
、
語
柔
・
文
法
・
音
韻
の
三
つ
(
あ
る
い
は

音
韻
の
中
か
ら
ア
ク
セ
ン
ト
だ
け
を
取
り
出
し
て

四
つ
に
大
別
す
る
場
合
も
あ
る
)
の
面
か
ら
、
そ

れ
ぞ
れ
研
究
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら

の
特
徴
が
地
理
的
に
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
お

り
、
ど
の
よ
う
な
万
言
区
闘
が
形
成
さ
れ
て
い
る

か
を
調
べ
る
と
共
に
、
歴
史
的
に
ど
こ
ま
で
さ
か

の
ぼ
り
、
ど
の
よ
う
な
変
遷
を
た
ど
っ
て
来
た
か

を
探
る
こ
と
も
重
要
な
課
題
と
な
っ
て
い
ま
す
。

万一言

何
ら
か
の
理
由
に
よ
っ
て
自
分
が
問
題
と
し
研
究

対
象
と
し
て
採
り
上
げ
た
方
言
が
あ
る
な
ら
ば
、

必
ず
そ
の
語
を
歴
史
的
な
つ
な
が
り
と
地
理
的
な

広
が
り
の
中
に
お
い
て
考
え
る
べ
き
で
す
。
私
は

こ
れ
を
縦
と
横
の
関
係
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
そ

の
十
文
字
の
交
点
に
あ
る
の
が
現
に
自
分
の
直
面

し
て
い
る
方
言
で
あ
る
ζ

と
を
常
に
念
頭
に
置
く

べ
き
乙
と
、
そ
し
て
、
そ
の
生
き
た
万
一
一
一
回
を
素
直

に
あ
り
の
ま
〉
に
観
察
す
る
乙
と
こ
そ
、
方
言
研

究
の
第
一
歩
で
あ
り
、
考
え
よ
う
に
よ
っ
て
は
究

極
で
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

次
に
二
三
の
具
体
例
を
挙
げ
な
が
ら
、
若
越
方

言
研
究
の
あ
り
方
を
考
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
ま

ず
、
語
葉
(
わ
か
り
易
く
言
え
ば
、
単
語
)
に
つ

い
て
述
べ
ま
す
と
、
何
か
珍
し
い
言
葉
や
不
可
解

な
万
言
が
あ
る
と
、
こ
れ
を
直
ち
に
外
来
語
に
結

び
つ
け
た
り
、
見
か
け
の
上
だ
け
で
の
語
源
解
釈

を
し
た
り
す
る
と
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
例
え

ば
、
越
前
(
こ
の
例
に
つ
い
て
は
、
嶺
北
地
方
と

い
う
万
が
良
い
が
)
で
用
い
ら
れ
る
テ
キ
ナ
イ
と

い
語
は
、
主
に
病
気
で
苦
し
い
こ
と
吾
言
い
ま
す

が、

ζ

れ
を
「
敵
が
い
な
い
」
か
ら
寝
る
こ
と
だ

と
解
説
し
た
り
、
若
狭
の
西
部
で
用
い
ら
れ
、
恐

ろ
し
い
を
意
味
す
る
キ
ヨ
ワ
ト
イ
と
い
う
言
葉
を

「
強
敵
」
か
ら
来
た
も
の
だ
と
説
く
類
で
す
。
乙
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れ
ら
の
場
合
、
テ
キ
ナ
イ
と
い
う
方
言
の
分
布
と

使
用
状
況
を
福
井
県
内
の
み
な
ら
ず
県
外
に
ま
で

詳
し
く
調
べ
て
行
く
と
、
乙
れ
は
病
気
で
寝
る
こ

と
で
は
な
く
て
、
身
体
的
に
苦
し
い
こ
と
・
だ
る

い
こ
と
・
疲
れ
た
こ
と
を
表
わ
す
た
め
に
用
い
ら

れ
、
起
源
的
に
は
「
大
儀
な
」
と
い
う
語
に
始
ま

る
こ
と
が
わ
か
り
ま
す
。
な
お
、
そ
の
用
例
は
少

く
も
近
松
の
作
品
や
一
茶
の
日
記
な
ど
に
ま
で
さ

か
の
ぼ
っ
て
見
出
さ
れ
る
の
で
す
。
一
万
、
キ
ヨ

ウ
ト
イ
と
い
う
方
言
は
、
こ
れ
も
近
松
の
浄
瑠
濡

や
室
町
時
代
の
謡
曲
に
用
例
が
あ
り
、
更
に
そ
の

起
源
的
な
用
法
と
し
て
平
安
時
代
の
鯖
蛤
日
記
や

源
氏
物
語
の
中
に
、
何
と
な
く
い
と
わ
し
い
と
い

う
意
味
で
「
け
う
と
し
」
と
い
う
言
葉
が
使
用
さ

れ
て
い
る
の
を
知
る
と
き
、
「
強
敵
」
も
た
ち
ま

ち
退
散
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
。

次
に
、
若
狭
に
は
「
ょ
う
コ
サ
レ
」
と
か
「
お

か
か
り
む
す
び

前
な
ら
コ
サ
レ
」
と
い
う
係
結
の
法
則
の
見
本

の
よ
う
な
用
語
が
あ
り
、
帰
る
こ
と
を
「
去
ぬ
る
」

と
い
い
死
ぬ
こ
と
を
「
死
ぬ
る
」
と
い
う
古
風
な

ナ
行
変
格
活
用
の
名
残
り
が
今
も
聞
か
れ
ま
す

し
、
越
前
に
は
、
既
に
標
準
語
で
は
認
め
ら
れ
な

い
「
出
し
て
」
を
「
出
イ
て
」
と
い
う
サ
行
四
段
動
詞

連
用
形
の
イ
音
便
形
が
常
用
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

こ
れ
な
ど
も
み
な
立
派
な
文
法
面
の
研
究
課
題
で

方
言

す
。
ま
た
、
音
韻
面
で
は
、
古
く
は
標
準
音
で
あ

こ
三
つ
よ
ャ
つ

っ
た
菓
子
ク
ヮ
シ
・
会
議
ク
ワ
イ
ギ
な
ど
の
合
助

お
ん音

ク
ヮ
が
老
人
の
聞
に
は
今
も
聞
か
れ
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
し
、
老
若
を
間
わ
ず
「
先
生
」
を
シ
エ

ン
シ
エ
イ
と
い
う
所
が
あ
る
か
と
思
え
ば
、
逆
に

し
や
で

「
喋
る
」
を
サ
ベ
ル
と
発
音
す
る
地
域
の
あ
る
こ

と
な
ど
、
詳
し
く
調
べ
れ
ば
幾
多
の
興
味
あ
る
問

題
が
掘
り
出
さ
れ
て
参
り
ま
す
。
ア
ク
セ
ン
ト
に

し
て
も
一
口
に
何
と
か
な
ま
り
な
ど
と
言
っ
て
片

づ
け
た
り
、
甚
し
く
は
「
若
狭
の
ア
ク
セ
ン
ト
は

朝
鮮
語
に
似
て
い
る
か
ら
、
若
狭
の
人
は
朝
鮮
人

と
何
か
と
の
合
い
の
子
だ
」
な
ど
と
粗
雑
き
わ
ま

る
主
張
脅
し
た
り
な
ど
し
な
い
で
、
や
は
り
精
密

な
調
査
研
究
を
し
て
み
る
こ
と
が
必
要
で
す
。

所
で
、
私
ど
も
の
方
言
研
究
の
実
際
は
、
ま
ず

自
分
の
身
近
の
方
言
を
素
直
に
よ
く
見
つ
め
る
こ

と
に
始
ま
っ
て
、
更
に
今
日
ま
で
の
万
言
学
の
成

果
を
な
る
べ
く
詳
し
く
学
び
つ
〉
、
自
分
み
ず
か

ら
の
調
査
と
研
究
を
進
め
て
行
く
こ
と
が
肝
要
だ

と
思
い
ま
す
。
幸
い
に
も
最
近
の
方
言
研
究
の
進

歩
は
著
し
い
も
の
が
あ
り
、
そ
の
成
果
を
一
見
す

ま
み
中

C

る
だ
け
で
も
方
言
学
が
正
し
く
素
晴
ら
し
い
科
学

で
あ
る
ζ

と
を
痛
感
さ
せ
ら
れ
ま
す
。
我
々
は
そ

の
結
果
を
大
い
に
利
用
し
て
自
ら
の
研
究
を
進
め

る
と
共
に
、
ま
た
、
そ
の
成
果
か
ら
、
万
言
が
語

業
文
法
音
韻
な
ど
の
各
分
野
に
わ
た
っ
て
実
に
豊

富
多
彩
な
研
究
課
題
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

を
、
そ
の
方
法
と
も
、
と
も
に
よ
く
学
習
す
べ
き
で

あ
り
ま
す
。
な
お
、
い
や
し
く
も
万
言
研
究
を
士
山

す
者
な
ら
ば
、
そ
の
当
然
の
素
養
と
し
て
国
語
学

の
全
般
、
殊
に
国
語
の
歴
史
的
変
遷
に
つ
い
て
一

通
り
の
学
習
を
す
る
こ
と
、
更
に
隣
接
科
学
の
民

俗
学
や
歴
史
学
な
ど
に
も
関
心
を
寄
せ
て
、
常
に

な
る
べ
く
そ
の
成
果
を
学
び
取
る
だ
け
の
ゆ
と
り

を
持
つ
こ
と
が
望
ま
し
い
と
思
い
ま
す
。
既
に
解

説
の
暇
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
御
参
考
ま
で
に
末
尾

に
、
万
言
研
究
の
た
め
に
将
来
い
ず
れ
は
お
読
み

願
い
た
い
図
書
名
を
掲
げ
ま
す
。

最
後
に
、
私
自
身
の
方
言
研
究
は
、
言
語
に
対

す
る
深
い
興
味
に
よ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
は
勿
論

で
す
が
、
そ
れ
以
上
に
、
わ
が
国
語
と
、
そ
の
万

言
を
用
い
る
一
人
一
人
の
。
人
間
グ
そ
の
も
の
に

対
す
る
や
み
難
い
愛
情
に
基
づ
く
も
の
で
あ
る
ζ

と
を
申
し
添
え
て
、
稿
を
終
り
ま
す
。
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