
生
活
語
彙
論
の
方
法

一
言
語
内
的
う
つ
わ
と
言
語
外
的
現
実

現
代
は
、
人
間
学
が
新
し
く
復
興
し
っ
つ
あ
る
時
代
だ
と
言
わ
れ
る
。
ま
た
・

結
合
の
時
代
、
コ
ラ
ー
ジ
ュ
の
時
代
と
も
言
わ
れ
て
い
る
。
特
定
の
対
象
と
特

定
の
方
法
と
の
固
定
的
な
結
び
つ
き
に
対
す
る
疑
問
が
生
ま
れ
、
人
文
・
社
会

科
学
そ
の
も
の
の
普
遍
的
原
理
の
よ
う
な
も
の
が
追
求
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て

き
た
。
こ
の
普
遍
的
原
理
と
は
、
一
方
で
は
、
あ
ら
ゆ
る
学
問
領
域
に
共
通
の

も
の
と
し
て
存
在
す
る
と
同
時
に
、
他
方
、
個
々
の
対
象
領
域
に
お
い
て
は
」（

注
1
）

そ
の
個
別
性
・
具
体
性
の
う
ち
に
、
そ
れ
が
実
現
さ
れ
る
と
い
う
原
理
で
あ
る
。

た
と
え
ば
、
「
生
活
学
」
と
い
っ
た
学
問
が
提
唱
さ
れ
、
そ
の
学
的
体
系
の

構
築
が
真
剣
に
論
議
さ
れ
て
い
る
と
い
う
即
実
な
ど
に
、
そ
の
鵜
的
な
一
例
を
見

る
こ
と
が
で
き
る
。

言
語
学
も
、
そ
の
例
に
も
れ
ず
、
人
間
実
在
の
言
語
学
が
叫
ば
れ
、
言
語
と

人
間
と
の
関
わ
り
、
言
語
と
言
語
外
現
実
と
の
関
わ
り
が
、
多
く
の
研
究
者
の

関
心
を
ひ
く
と
こ
ろ
と
な
っ
て
き
て
い
る
。
社
会
言
語
学
の
興
隆
や
、
言
語
人

類
学
の
著
し
い
進
展
な
ど
が
、
そ
の
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
と
言
っ
て
よ
か

ろ
，
つ
。人

間
と
言
語
と
外
界
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
早
く
、
ド
イ
ツ
の
言

語
学
者
ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
バ
1
が
独
自
の
論
を
展
開
し
、
ま
た
、
ア
メ
リ
カ
の
文

室

　

山

　

敏

　

昭

化
人
類
学
者
ウ
ォ
ー
フ
も
、
ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
と
は
全
く
関
係
な
く
・
ほ
ぼ

同
じ
よ
う
な
視
点
に
た
ど
り
つ
い
た
。
ヴ
7
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
の
考
え
を
、
す
こ

し
長
く
な
る
が
、
田
中
克
彦
氏
の
『
言
語
学
の
思
想
』
　
（
一
九
七
五
、
N
H
K

ブ
ッ
ク
ス
）
か
ら
引
用
し
よ
う
。
「
外
界
は
言
語
を
通
し
て
は
も
め
て
秩
序
づ

け
ら
れ
て
人
間
に
把
捉
さ
れ
る
。
外
界
は
あ
た
か
も
夜
空
に
浮
か
ぶ
満
天
の
星

の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
て
、
目
に
入
っ
て
く
る
の
ほ
雑
然
と
散
ら
ば
っ
た
一
っ

一
つ
の
光
る
点
で
し
か
な
い
。
だ
が
星
々
の
問
に
人
間
は
あ
る
解
釈
を
ほ
ど
こ

し
て
、
大
熊
座
と
か
オ
リ
オ
ン
と
か
の
単
位
を
設
け
る
。
こ
の
過
程
は
発
見
と

い
う
よ
り
は
創
造
と
呼
ん
だ
方
が
ふ
さ
わ
し
い
。
毘
じ
た
い
に
は
、
そ
れ
が
熊
や

猟
師
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
然
性
は
全
く
な
い
か
ら
で
あ
る
。

し
か
し
、
－
」
と
は
が
そ
れ
に
冬
つ
け
を
行
っ
た
と
た
ん
、
夜
空
に
熊
や
猟
師
が

現
わ
れ
る
。
こ
の
こ
と
が
よ
く
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
！
」
と
は
は
あ
ら
か
じ

め
現
実
の
中
に
示
さ
れ
た
分
甑
に
対
し
て
貼
り
つ
け
ら
れ
た
レ
ッ
テ
ル
で
も
な

け
れ
ば
、
人
間
の
意
識
そ
の
も
の
で
も
な
い
。
つ
ま
り
、
－
」
と
は
ほ
、
現
実
・

客
観
的
世
界
と
人
間
と
の
間
に
立
ち
は
だ
か
っ
て
、
独
自
の
世
界
を
作
り
出
し

て
い
る
］
　
（
二
五
二
見
）
そ
し
て
、
ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
は
・
こ
の
よ
う
な
言

語
の
独
自
の
世
界
を
、
「
中
間
世
界
」
と
呼
ん
だ
。

こ
れ
を
、
言
語
に
即
し
て
言
う
な
ら
は
、
世
界
を
捉
え
る
の
は
人
間
で
は
な

く
、
－
」
と
ば
だ
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
の
こ
の
よ
う
な
考

13



え
方
を
つ
き
つ
め
て
い
く
と
、
結
局
、
「
人
間
が
こ
と
ば
を
作
る
の
で
は
な
く
、

こ
と
ば
が
人
間
を
作
る
の
だ
」
と
断
言
し
た
フ
ィ
ヒ
テ
の
言
語
決
定
説
に
ま
で

た
ど
り
つ
く
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
ま
で
く
る
と
、
や
は
り
、
い
さ
さ
か
い
き
す

ぎ
と
言
う
べ
き
で
、
本
来
、
思
考
に
し
て
も
心
理
に
し
て
も
、
そ
の
本
質
は
、

内
的
に
言
語
を
超
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
、
言
語
で
は
捉
え
き
れ
な
い
剰
余
が
、

（
ほ
2
）

そ
こ
に
は
常
に
存
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
き
わ
め
て
当
然
の

こ
と
で
、
我
々
の
身
の
回
り
の
現
実
は
、
あ
ま
り
に
も
雑
多
で
、
複
雑
で
、
し

か
も
、
時
々
刻
々
変
化
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ら
を
す
べ
て
、
言
語
化

（
現
実
の
も
の
や
事
態
に
言
語
の
ラ
ベ
ル
を
貼
り
、
明
確
に
概
念
化
す
る
こ
と
）

し
、
言
語
に
よ
っ
て
分
類
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
。
ど
こ
か
で
区
切
り
、

範
暗
化
し
な
け
れ
ば
、
無
限
に
こ
と
ば
を
ふ
や
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
と
に
な
る
。
人
間
の
記
憶
の
可
能
客
員
と
の
相
関
で
、
ど
こ
か
で
一
線
を
引

き
、
言
語
化
す
る
部
分
と
切
り
捨
て
る
部
分
と
を
分
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ

（
注
3
）

と
に
な
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
現
実
性
罪
に
は
、
言
語
化
さ
れ
た
世
界
と
非
言

語
化
の
世
界
と
が
併
存
す
る
こ
と
に
な
る
。
一
例
を
挙
げ
る
と
、
鳥
取
県
の
中

部
地
方
か
ら
東
部
地
方
の
漁
業
社
会
に
「
タ
テ
ギ
到
」
と
い
う
語
が
認
め
ら

れ
る
。
沖
合
か
ら
浜
に
向
か
っ
て
直
線
的
に
「
シ
ョ
メ
」
　
（
潮
境
の
こ
と
、
シ

オ
月
・
シ
ヨ
月
と
も
言
う
。
瀬
戸
内
海
域
で
は
、
シ
封
・
シ
引
・
シ
利
刊

可
・
シ
笥
・
ス
ー
ジ
・
ア
引
な
ど
の
言
い
か
た
が
聞
か
れ
る
）
が
走
っ
て

い
る
場
合
を
「
タ
テ
ギ
ラ
」
と
言
う
。
「
シ
ョ
メ
」
は
、
本
潮
と
逆
潮
と
の
境

目
に
認
め
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
「
タ
テ
ギ
ラ
」
が
認
め
ら
れ
る
の
は
、
月
に

わ
ず
か
一
、
二
度
の
こ
と
で
あ
る
が
、
こ
の
現
象
に
対
し
て
、
「
タ
テ
ギ
ラ
」
と

い
う
言
語
ラ
ベ
ル
を
貼
り
つ
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
現
象
と
し
て

ほ
よ
く
認
め
ら
れ
る
、
浜
に
平
行
に
走
っ
て
い
る
「
シ
ョ
メ
」
を
表
現
す
る
こ

と
ば
（
期
待
さ
れ
る
語
形
は
「
ヨ
コ
ギ
刊
」
で
あ
る
が
）
は
、
ど
の
漁
業
社
会

に
も
認
め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
言
語
が
、
人
間
の
思
考
や
精
神
の
深
い
部
分
と
離
れ
が
た

く
結
び
つ
い
て
い
る
こ
と
は
確
か
な
事
実
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
言
語
の
体

系
的
特
色
に
即
し
て
、
国
民
性
を
云
々
し
た
り
、
人
間
の
意
識
や
認
識
の
構
造

を
解
明
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
試
み
も
、
過
去
に
お
い
て
い

（
注
4
）

ろ
い
ろ
と
な
さ
れ
て
き
た
。
ヴ
ア
イ
ス
ゲ
ル
バ
ー
や
ウ
ォ
ー
フ
の
考
え
方
は
、

い
ず
れ
も
、
人
間
が
言
語
と
い
う
色
眼
鏡
に
よ
っ
て
現
実
を
見
て
お
り
、
つ
ね

に
、
言
語
に
よ
っ
て
規
制
さ
れ
る
と
い
う
立
場
に
立
つ
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

は
、
人
間
は
、
言
語
に
対
し
て
、
受
身
的
存
在
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
、
人
間
を
含
め
て
文
化
が
い
か
に
言
語
に
依
存
し
て
い

る
か
、
ま
た
、
文
化
が
い
か
に
言
語
と
相
似
の
存
在
で
あ
る
か
と
い
う
見
方
と

は
逆
に
、
一
方
で
は
、
言
語
構
造
が
、
言
語
外
の
要
素
か
ら
強
い
影
響
を
受
け
、

（
注
5
）

言
語
外
の
構
造
に
大
き
く
依
存
し
て
い
る
と
い
う
見
方
も
成
り
立
ち
う
る
。
こ

こ
に
お
い
て
は
、
文
化
や
生
活
現
実
が
言
語
に
先
行
し
、
人
間
も
言
語
に
対
し

て
主
体
的
に
振
る
ま
う
こ
と
に
な
る
。

こ
の
ど
ち
ら
の
見
方
も
、
時
間
の
流
れ
を
全
く
無
視
し
て
、
あ
る
一
時
点
で

接
に
切
り
取
る
な
ら
は
、
と
も
に
正
し
い
と
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か

し
、
現
実
の
言
語
活
動
や
言
語
の
歴
史
を
直
視
す
る
ぢ
ら
ば
、
ど
ち
ら
か
一
方
の
見
方

で
言
語
と
人
間
、
言
語
と
言
語
外
現
実
と
の
関
係
を
合
理
的
に
解
釈
す
る
こ
と

は
、
た
ち
ま
ち
に
し
て
困
難
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
人
間
が
、
言
語
に
よ
っ
て
一

方
的
に
支
配
さ
れ
る
の
で
あ
れ
ば
、
な
ぜ
、
言
語
は
変
化
す
る
の
か
、
言
語
の

変
化
の
芽
は
、
個
人
個
人
の
日
々
の
言
語
活
動
の
主
体
的
な
営
み
の
こ
の
一
瞬
、

そ
の
一
瞬
に
蔵
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
の
か
。
と
き
に
は
、
明
治
維
新
の
場

合
の
よ
う
に
、
外
来
語
の
輸
入
、
大
境
の
漢
語
の
造
語
、
あ
る
い
は
共
通
語
の

制
定
な
ど
、
一
国
の
文
化
の
新
生
と
政
治
目
的
の
た
め
に
、
き
わ
め
て
意
図
的
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な
こ
と
ば
の
創
造
、
改
変
も
行
わ
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が

ら
、
ま
た
一
方
で
は
、
次
の
よ
う
な
事
実
も
確
か
に
存
す
る
。
重
の
運
転
が
で

き
な
く
て
、
そ
の
た
め
重
の
名
前
に
全
く
興
味
が
な
か
っ
た
の
が
、
運
転
を
覚

え
て
い
ろ
い
ろ
な
事
の
名
前
を
知
っ
た
と
た
ん
、
今
ま
で
全
部
同
じ
に
見
え
て

い
た
重
が
、
急
に
正
確
に
見
分
け
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
と
か
、
植
物
の
名
前
を

覚
え
た
と
た
ん
に
、
森
の
中
を
歩
い
て
い
て
も
、
木
や
章
を
正
し
く
見
分
け
る

こ
と
が
で
き
、
細
か
な
と
こ
ろ
ま
で
区
別
が
つ
く
よ
う
に
な
る
と
い
っ
た
事
実

は
、
日
ご
ろ
よ
く
経
験
す
る
こ
と
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
と
ば
に
よ
る
イ
メ

ー
ジ
の
定
着
で
あ
り
、
象
徴
性
の
闘
定
で
あ
る
。
そ
う
な
る
と
、
今
度
は
、
イ

メ
ー
ジ
の
方
が
ひ
と
り
歩
き
を
始
め
、
そ
れ
に
、
人
間
が
引
き
ず
ら
れ
て
い
く

と
い
う
ふ
う
に
な
る
。

要
す
る
に
、
こ
の
二
つ
の
見
方
は
、
と
も
に
、
一
面
の
責
理
を
有
し
て
い
る

の
で
あ
っ
て
、
た
だ
、
そ
の
ど
ち
ら
か
の
見
方
で
も
っ
て
、
「
言
語
・
人
間
・

言
語
外
現
実
」
の
三
者
の
相
互
関
係
を
全
的
に
律
し
き
ろ
う
と
す
る
と
、
い
ろ

い
ろ
の
点
で
細
理
が
生
ず
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
筆
者
は
、
言
語
と
文
化
・
と

く
に
言
語
と
生
活
現
実
と
の
関
係
を
考
え
る
と
き
、
こ
の
二
つ
の
見
方
は

ど
う
し
て
も
統
合
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
両
者
を
、
対
立
の
関
係
か
ら

統
合
の
関
係
へ
と
移
行
さ
せ
な
い
か
ぎ
り
、
つ
ね
に
、
な
に
ほ
ど
か
の
矛
盾
と

剰
余
と
を
蔵
し
た
ま
ま
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
図
1
に
示
し
た
関
係

を
、
図
2
に
示
す
よ
う
な
関
係
へ
と
置
き
か
え
る
必
要
が
あ
る
。

図　2

15

こ
の
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
事
実
に
よ
っ
て
・
理
解
す
る
こ
と

が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
共
通
語
の
世
界
に
は
・
「
波
」
の
部
位
を
表
わ
す
語
に

「
波
頭
」
と
「
披
問
」
と
い
う
二
語
が
あ
り
、
こ
れ
が
・
対
義
語
と
し
て
二
項

対
立
の
関
係
を
形
成
し
て
い
る
。
二
つ
の
部
位
に
注
目
し
、
そ
れ
以
外
の
部
分

を
捨
象
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
二
語
し
か
な
い
た
め
に
・
「
波
」
を

こ
の
二
つ
の
部
位
に
し
か
区
別
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
・

鳥
取
県
下
の
漁
業
社
会
で
は
、
「
波
」
を
、
「
ゼ
ッ
チ
ョ
ー
」
　
（
絶
頂
・
波
頭

の
こ
と
）
　
「
バ
ラ
」
（
腹
、
波
頭
と
波
間
と
の
中
間
部
位
）
「
タ
ニ
可
・
ナ
ラ
ク
」

（
谷
間
・
奈
落
、
波
間
の
こ
と
）
の
三
つ
の
部
位
に
分
け
て
捉
え
て
い
る
。

「
ハ
引
」
と
い
う
語
を
新
し
く
生
成
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
共
通
語
に
生
き
る



人
び
と
と
は
全
く
異
な
る
語
襲
体
系
を
形
成
し
、
ま
た
、
そ
れ
に
支
配
さ
れ
て

い
る
こ
と
に
な
る
。
な
ぜ
、
「
バ
ラ
」
と
い
う
語
を
造
語
し
て
、
こ
の
部
位
を

正
し
く
認
識
し
分
け
よ
う
と
す
る
か
と
い
う
と
、
「
ア
ナ
ジ
」
　
（
北
西
風
）
　
な

ど
の
強
風
が
突
然
吹
き
出
し
て
海
が
荒
れ
て
も
、
波
の
腹
を
伝
っ
て
小
舟
を
操

る
と
、
無
事
、
港
ま
で
帰
り
着
け
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
き
わ
め
て
重

い
生
活
の
事
実
が
存
す
る
。
「
波
」
の
部
位
を
表
わ
す
三
語
が
、
い
ず
れ
も
、

メ
タ
フ
ァ
ー
に
よ
っ
て
統
一
さ
れ
て
い
る
点
も
、
注
目
さ
れ
る
。
「
波
」
に
つ

い
て
、
も
う
一
例
挙
げ
る
。
共
通
語
で
は
、
「
大
波
」
の
対
義
語
は
「
さ
ざ
波
」

で
、
語
形
の
上
か
ら
期
待
さ
れ
る
「
小
波
」
と
い
う
語
は
存
し
な
い
。
し
か
も
、

「
さ
ざ
波
」
と
い
う
語
は
、
普
通
の
話
し
こ
と
ば
で
は
な
く
、
文
学
用
語
と
呼

ん
で
よ
い
性
格
の
語
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
大
池
ご
と
コ
と
ざ
波
」
は
、
厳
密
に

は
、
対
義
関
係
を
形
成
し
え
ず
、

大
波

（
話
し
こ
と
ば
）

さ
ざ
波
　
（
文
学
用
語
）

の
よ
う
に
、
相
互
の
対
義
関
係
を
形
成
す
る
語
を
欠
く
二
語
の
併
存
と
解
す
べ

き
で
あ
り
、
い
わ
ゆ
る
欠
如
的
対
立
の
一
つ
の
事
例
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

漁
業
社
会
で
は
、
「
大
波
」
の
対
義
語
と
し
て
「
小
波
」
と
い
う
語
を
用
い
て

お
り
、
さ
ら
に
、
京
都
府
与
謝
郡
伊
根
町
の
漁
業
集
落
に
は
、
「
チ
ュ
⊥
ノ
、
、
亡
（
中

波
）
と
い
う
語
ま
で
が
認
め
ら
れ
、
「
オ
ー
I
t
チ
ュ
ー
‥
I
－
コ
」
の
三
項
対

立
の
関
係
を
形
成
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
同
じ
伊
根
町
の
漁
業
集
落
で

は
、
「
オ
ー
ナ
ミ
」
を
「
ヌ
タ
」
と
も
言
い
、
そ
れ
を
、
風
位
と
関
係
づ
け
て
、

「
オ
キ
ヌ
タ
」
　
（
北
か
ら
来
る
大
波
）
　
「
ア
イ
ヌ
タ
」
　
（
東
か
ら
来
る
大
波
）

「
ア
ラ
シ
ヌ
タ
」
　
（
南
か
ら
来
る
大
波
）
　
「
イ
セ
チ
ヌ
タ
」
　
（
南
東
か
ら
来
る

大
波
）
　
「
ニ
シ
ヌ
タ
」
　
（
西
か
ら
来
る
大
波
）
の
五
つ
に
区
分
し
、
そ
れ
ぞ
れ

（
注
7
）

呼
び
分
け
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
ぜ
、
こ
の
よ
う
な
細
分
化
が
認
め
ら
れ
る
か

と
い
う
と
、
す
で
に
早
く
、
藤
原
与
一
先
生
が
『
方
言
研
究
法
』
に
お
い
て
示

唆
し
て
い
ら
れ
る
よ
う
に
、
す
べ
て
、
生
活
の
必
要
性
の
な
せ
る
わ
ざ
と
い
う

ほ
か
は
な
い
。

二
　
雪
の
二
次
的
語
彙
索
の
意
味
体
系
と
雪
の
認
識

筆
者
は
、
藤
原
与
一
先
生
の
卸
教
示
に
従
っ
て
、
い
わ
ゆ
る
「
方
言
語
襲
」

を
比
較
的
早
い
時
期
か
ら
、
「
生
活
語
彙
」
と
呼
ん
で
き
た
。
従
来
、
方
言
語

安
は
、
そ
れ
自
身
、
言
語
外
現
実
か
ら
切
り
離
さ
れ
た
自
足
の
体
系
（
内
的
に

完
結
し
て
い
る
体
系
）
と
考
え
ら
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
、
方
言
と
い
う

語
の
概
念
に
強
く
引
か
れ
て
、
研
究
の
中
心
が
、
ど
う
し
て
も
地
域
差
の
解
明

と
い
う
点
に
置
か
れ
る
こ
と
が
多
か
っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

方
l
l
一
畠
m
要
は
、
そ
れ
自
身
、
内
的
に
完
結
し
た
体
系
を
示
し
て
い
る
よ
う
に
見

え
て
も
、
実
は
、
ど
の
地
域
に
あ
っ
て
も
、
そ
の
地
域
独
自
の
生
活
現
実
の
反

映
を
、
か
な
り
強
く
見
せ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
生
活
現
実
と
の

関
わ
り
を
切
り
捨
て
る
こ
と
は
、
方
言
譜
粟
に
あ
っ
て
は
不
可
能
だ
と
考
え
ら

れ
る
。
降
雪
坑
の
非
常
に
多
い
地
域
と
極
端
に
少
な
い
地
域
と
の
雪
に
関
す
る

語
頁
の
相
違
、
あ
る
い
は
、
漁
業
社
会
の
風
の
語
彙
と
農
業
社
会
の
風
の
語
彙

と
の
相
違
を
考
え
た
だ
け
で
、
こ
の
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
ろ
う
。

た
と
え
ば
、
天
野
義
広
氏
が
、
日
本
で
も
有
数
の
豪
雪
地
帯
で
あ
る
福
井
県

勝
山
市
で
、
雪
の
語
l
零
に
つ
い
て
詳
し
い
調
査
を
行
い
、
『
フ
ィ
ー
ル
ド
の
歩

（
H
ほ
8
）

み
』
罪
九
号
に
、
そ
の
体
系
的
記
述
を
発
表
し
て
い
ら
れ
る
。
そ
の
中
に
、
「
再
己

と
い
う
一
次
的
語
皐
素
を
後
部
要
素
に
と
る
二
次
的
語
皐
素
が
、
全
部
で
一
九

語
認
め
ら
れ
る
。
同
氏
は
、
こ
の
一
九
語
に
つ
い
て
、
詳
し
い
意
味
記
述
を
行

っ
て
い
る
が
、
意
味
体
系
を
帰
納
し
、
そ
れ
に
拡
づ
い
て
、
当
地
の
人
び
と
が

雪
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
分
け
て
お
り
、
ど
の
よ
う
な
点
に
と
く
に
強
い
関
心

16



を
寄
せ
て
い
る
か
に
つ
い
て
は
、
分
析
し
て
お
ら
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
天
野
氏
の

意
味
記
述
に
基
づ
い
て
、
以
下
に
、
語
彙
分
析
を
行
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

ま
ず
、
「
雪
」
の
二
次
的
語
彙
素
で
あ
る
一
九
語
を
、
五
十
音
順
に
列
挙
す
る
。

①
オ
モ
ユ
キ
（
重
雪
、
牡
丹
雪
の
異
称
）
、
②
カ
タ
ユ
キ
（
固
い
雪
）
、
③
カ

ル
ユ
キ
（
軽
雪
粉
雪
の
異
称
）
、
コ
4
剰
ユ
キ
（
粉
雪
）
、
シ
〓
可
判
（
氷

の
よ
う
に
固
く
凍
っ
た
雪
）
、
⑥
ジ
ャ
リ
ユ
キ
（
固
く
て
ざ
ら
さ
ら
し
た
雪
）
、

⑦
叫
可
ユ
キ
（
新
雪
降
り
た
て
の
新
し
い
雪
）
、
㊥
フ
外
．
ユ
l
可
（
綿
雪
）
、

㊥
べ
列
可
判
（
水
気
の
多
い
雪
）
、
⑲
ベ
〓
可
判
（
水
気
の
多
い
雪
）
、
㊥
瑚

タ
（
牡
丹
雪
）
、
㊥
ボ
列
モ
チ
（
牡
丹
雪
）
、
㊥
ポ
列
可
刊
ユ
キ
（
牡
丹
雪
）
、

⑭
ホ
刊
．
剖
可
（
降
り
た
て
の
新
し
い
雪
）
、
ミ
司
刊
判
（
水
雪
み
ぞ
れ
）
、

⑯
ミ
4
刊
刊
（
み
ぞ
れ
）
、
㊥
ヤ
苛
判
（
や
わ
ら
か
い
雪
）
、
⑱
ワ
刈
ユ
キ

（
若
雪
降
り
た
て
の
新
し
い
雪
）
、
㊥
ワ
列
ユ
キ
（
綿
雪
）

こ
れ
ら
の
二
次
的
語
彙
素
は
、
ま
ず
、
「
現
に
降
り
つ
つ
あ
る
雪
」
を
指
示

す
る
か
、
「
す
で
に
降
り
積
も
っ
て
い
る
雪
」
を
指
示
す
る
か
に
よ
っ
て
大
き

く
二
分
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
が
、
次
に
示
す
よ
う
な
意
義
特
徴
の
対
立
項

の
諸
関
係
に
よ
っ
て
、
相
互
に
弁
別
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

1
．
現
に
降
り
つ
つ
あ
る
雪
を
指
示
す
る
も
の

①
重
い
（
オ
モ
ユ
キ
）
I
軽
い
（
カ
ル
ユ
キ
・
フ
ワ
ユ
キ
・
ワ
タ
ユ
キ
）

⑦
大
き
い
（
ポ
タ
モ
チ
ユ
キ
・
ポ
タ
モ
チ
・
ポ
タ
・
ワ
タ
ユ
キ
）
－
－
小

さ
い
（
コ
シ
カ
ユ
キ
）

③
水
気
が
多
い
（
、
・
、
ズ
ユ
キ
・
ミ
ゾ
ユ
キ
・
ベ
タ
ユ
キ
・
ベ
ト
ユ
キ
）
↑

↓
　
水
気
が
少
な
い
（
コ
ン
カ
ユ
キ
）

2
．
す
で
に
降
り
積
も
っ
て
い
る
雪
を
指
示
す
る
も
の

①
新
し
い
・
降
っ
て
か
ら
あ
ま
り
時
間
が
経
過
し
て
い
な
い
（
シ
ン
ユ
キ
・

ワ
カ
ユ
キ
・
ホ
ヤ
ユ
キ
）
・
・
1
古
い
・
降
っ
て
か
ら
か
な
り
時
間
が
経

過
し
て
い
る
（
シ
ミ
ユ
キ
・
ジ
ャ
リ
ユ
キ
）

⑦
や
わ
ら
か
い
（
ヤ
コ
ユ
キ
）
－
1
二
回
い
（
カ
タ
ユ
キ
・
シ
ミ
ユ
キ
・
ジ

ャ
リ
ユ
キ
）

1
の
「
重
い
」
　
「
大
き
い
」
　
「
水
気
が
多
い
」
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
共
通
の
特

徴
が
認
め
ら
れ
、
「
軽
い
」
　
「
小
さ
い
」
　
「
水
気
が
少
な
い
」
に
は
、
前
者
に

対
立
す
る
共
通
の
特
徴
が
認
め
ら
れ
る
。
1
に
属
す
る
二
次
的
語
棄
累
の
意
味

的
関
係
を
わ
か
り
や
す
く
図
示
す
る
と
、
図
3
の
よ
う
に
な
る
。

ボタモチユキ　　　　　　　ミズユキ
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こ
の
「
雪
」
の
三
角
柱
図
の
上
面
の
「
重
い
」
　
「
大
き
い
」
　
「
水
気
が
多
い
」

と
い
う
意
義
特
徴
を
有
す
る
語
菓
素
は
全
部
で
九
語
で
あ
り
、
底
面
の
「
軽
い
」

「
小
さ
い
」
　
「
水
気
が
少
な
い
」
と
い
う
意
義
特
徴
を
有
す
る
語
莫
素
は
全
部

で
三
語
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
土
地
の
人
々
は
、
水
気
を
多
く
含
む
、
大
き

く
て
目
立
ち
や
す
い
雪
の
状
態
に
、
よ
り
強
い
関
心
を
寄
せ
て
い
る
こ
と
が
理

解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
こ
と
は
、
お
そ
ら
く
、
福
井
県
勝
山
市
に
降
る
雪

の
性
質
の
特
色
を
、
か
な
り
よ
く
反
映
し
て
い
る
と
解
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
し



か
も
、
「
雪
」
の
三
角
柱
図
の
上
面
に
属
す
る
語
棄
采
に
は
、
「
ポ
ク
モ
チ
ユ

キ
」
に
対
す
る
「
ポ
ク
モ
チ
・
ポ
タ
」
と
か
、
「
ミ
ズ
ユ
キ
・
ミ
ゾ
ユ
キ
」
「
ベ

タ
ユ
キ
・
ベ
ト
ユ
キ
」
の
よ
う
な
、
い
ろ
い
ろ
の
省
略
形
や
音
訳
形
が
認
め
ら

れ
る
。
こ
れ
は
、
福
井
県
勝
山
市
に
お
い
て
、
こ
れ
ら
の
語
彙
素
が
多
用
さ
れ

る
こ
と
の
異
体
的
な
反
映
で
は
な
い
か
と
解
さ
れ
る
。

こ
れ
ら
の
「
雪
」
の
二
次
的
語
彙
素
の
意
味
体
系
を
、
共
通
語
の
そ
れ
と
比

較
す
る
と
、
最
も
大
き
な
相
違
は
、
共
通
語
が
、
「
雨
」
　
「
み
ぞ
れ
」
　
「
雪
」

と
三
つ
の
範
暗
に
弁
別
し
て
い
る
も
の
を
、
勝
山
市
で
は
、
「
み
ぞ
れ
」
を

「
ミ
ズ
ユ
キ
」
と
表
現
し
て
雪
の
一
種
と
捉
え
て
お
り
、
「
雨
」
と
「
雪
」
の

二
つ
の
範
疇
に
し
か
弁
別
し
て
い
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。
福
井
県
勝
山
市

で
は
、
「
み
ぞ
れ
」
が
「
み
ぞ
れ
」
の
状
態
の
ま
ま
終
る
こ
と
は
な
く
、
夕
方

に
な
る
と
、
き
ま
っ
て
「
ポ
ク
モ
チ
ユ
キ
」
に
な
る
た
め
、
「
み
ぞ
れ
」
と

「
雪
」
と
を
連
続
的
な
自
然
現
象
と
し
て
捉
え
て
い
る
の
に
対
し
て
、
共
通
語

で
は
、
「
み
ぞ
れ
」
と
「
雪
」
と
を
不
連
続
の
も
の
と
認
識
し
て
い
る
た
め
に
、

こ
の
よ
う
な
意
味
体
系
の
著
し
い
相
違
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
は
な

い
か
と
考
え
ら
れ
る
。
も
う
一
っ
の
相
違
点
は
、
共
通
語
で
、
「
カ
ル
イ
ユ

キ
」
　
「
オ
モ
イ
ユ
キ
」
　
「
ヤ
ワ
ラ
カ
イ
ユ
キ
」
　
「
カ
タ
イ
ユ
キ
」
と
、

二
語
で
言
い
表
わ
し
て
い
る
と
こ
ろ
を
、
当
地
で
は
、
「
カ
ル
ユ
キ
」
　
「
オ
モ

ユ
キ
」
　
「
ヤ
コ
ユ
キ
」
　
「
カ
タ
ユ
キ
」
と
二
詣
で
表
如
し
て
い
る
事
実
で
あ
る
。

二
語
で
言
い
表
わ
す
か
一
語
で
言
い
表
わ
す
か
は
、
き
わ
め
て
大
き
な
相
違

で
あ
っ
て
、
二
語
で
言
い
表
わ
す
の
は
、
「
雪
」
を
そ
の
よ
う
な
状
態
と
し
て

捉
え
て
い
る
こ
と
を
意
味
し
、
一
語
で
言
い
表
わ
し
て
い
る
の
は
、
「
雪
」
を

そ
の
よ
う
な
状
態
に
あ
る
も
の
と
し
て
、
明
確
に
概
念
化
し
て
捉
え
て
い
る
こ

と
を
意
味
し
て
い
る
。
「
カ
ル
イ
ユ
キ
」
　
「
ヤ
ワ
ラ
カ
イ
ユ
キ
」
は
、

「
ユ
キ
ガ
　
カ
ル
イ
」
　
「
ユ
キ
ガ
　
ヤ
ワ
ラ
カ
イ
」
と
い
う
主
述
構
造
に
よ
る

認
識
を
根
底
に
置
く
も
の
で
あ
っ
て
、
玉
柏
に
よ
っ
て
表
現
さ
れ
る
、
も
の
と

し
て
の
概
念
の
表
示
と
は
、
き
わ
め
て
へ
だ
た
り
の
大
き
い
も
の
で
あ
る
と
言

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
こ
に
は
、
「
状
態
」
と
「
も
の
」
と
の
著
し
い
対

立
が
認
め
ら
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
締
井
県
勝
山
市
の
人
び
と
は
、
「
彗
」
と
い

う
も
の
を
、
共
通
語
に
生
き
る
人
び
と
と
は
違
っ
て
、
多
く
の
角
度
か
ら
見
分

け
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
自
然
環
境
の
独
白
の
状
況
に
対
し
て

も
、
土
地
の
人
び
と
は
独
自
の
認
識
を
行
い
、
語
彙
化
と
い
う
行
為
を
通
し
て
、

特
徴
的
な
語
彙
体
系
を
構
築
し
、
・
そ
れ
に
些
つ
い
て
、
多
様
な
知
識
を
共
有
の

も
の
と
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。

三
　
風
の
語
記
と
漁
業
生
活

雪
の
語
粟
に
限
ら
ず
、
生
活
語
粟
の
さ
ま
ざ
ま
の
意
味
分
野
に
お
い
て
、
先

に
指
摘
し
た
よ
う
な
事
実
は
、
一
般
的
に
認
め
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
い

う
わ
け
で
、
言
語
外
の
現
実
が
、
そ
の
土
地
に
生
き
る
人
び
と
の
興
味
や
関
心

や
生
活
の
必
要
性
と
い
う
視
点
を
介
し
て
、
生
活
語
栗
の
体
系
に
反
映
す
る
と

い
う
こ
と
は
、
す
で
に
仮
説
の
域
を
超
え
て
、
い
ま
や
原
理
と
呼
ぶ
こ
と
が
で

き
る
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
れ
で
は
生
活
語
彙
の
体
系
が
ど
の
よ
う
な

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
お
り
、
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
①
ど
の
レ
ベ
ル

が
生
活
差
や
地
域
差
を
超
え
、
ど
の
レ
ベ
ル
が
生
活
差
と
い
う
言
語
外
現
実
の

典
型
的
な
特
性
を
反
映
し
や
す
い
か
と
い
う
微
視
的
分
析
や
、
そ
れ
を
行
う
た

め
の
方
法
論
的
プ
ロ
セ
ス
の
確
立
は
、
こ
れ
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
課
題
と
し
て
、
我
々
の
前
に
、
大
き
く
桟
た
わ
っ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

以
下
に
は
、
漁
業
語
彙
の
う
ち
の
い
く
つ
か
の
意
味
分
野
に
つ
い
て
、
検
討
を
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加
え
て
み
る
こ
と
に
す
る
。

自
然
環
境
に
関
す
る
語
皐
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
の
気
候
・
風
土
な
ど
の
特

色
を
、
人
び
と
の
そ
れ
ら
の
状
況
に
対
す
る
関
心
の
寄
せ
方
を
介
し
て
、
体
系

的
に
反
映
す
る
と
解
す
る
こ
と
か
で
き
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
人
び
と
の
関
心

は
、
全
体
に
ま
ん
べ
ん
な
く
及
ぶ
も
の
で
は
な
く
、
お
の
ず
か
ら
重
点
的
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
体
系
的
に
反
映
す
る
と
言
っ
て
も
、
そ
れ
は
、
決
し
て
、

均
等
に
全
体
に
反
映
す
る
わ
け
で
は
な
い
。
言
語
と
人
間
と
言
語
外
現
実
を
支

え
る
論
理
は
、
科
学
的
論
理
で
は
な
く
生
活
的
論
理
だ
と
言
わ
れ
る
ゆ
え
ん
は
、

そ
の
点
に
存
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
生
業
語
裏
は
、
自
然
環
境
に
関
す
る
語
頭
よ
り
も
、
事
態
は
さ

ら
に
校
雑
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
生
業
語
彙
に
は
、
自
分
達

の
生
楢
に
と
っ
て
の
実
際
的
効
用
と
い
う
、
実
に
面
倒
な
問
題
が
入
り
こ
ん
で

く
る
か
ら
で
あ
る
。

ま
ず
、
最
初
に
、
鳥
取
県
気
高
郡
気
高
町
姫
路
方
言
の
東
風
を
指
示
す
る
語

彙
を
取
り
上
げ
て
、
語
彙
分
析
を
行
っ
て
み
る
こ
と
に
す
る
。
同
方
言
に
は
、

次
の
一
二
語
が
認
め
ら
れ
る
。
「
ヒ
ガ
シ
利
ジ
ェ
・
ヒ
ガ
珂
・
ヒ
ガ
シ
ケ
，
コ

チ
カ
ジ
ェ
・
コ
チ
・
コ
チ
ケ
・
ハ
ル
ゴ
チ
・
ア
イ
ノ
カ
ジ
ェ
・
ア
イ
ケ
・
ヨ
ア

イ
・
ジ
ア
イ
・
オ
ー
ア
イ
」
で
あ
る
。

こ
れ
ら
は
、
ま
ず
、
語
形
の
相
違
に
よ
っ
て
、

1
．
ヒ
ガ
シ
カ
ジ
ェ
・
ヒ
ガ
シ
・
ヒ
ガ
シ
ケ

2
．
コ
チ
カ
ジ
ェ
・
コ
チ
・
コ
チ
ケ
・
ハ
ル
ゴ
チ

3
デ
イ
ノ
カ
ジ
ェ
・
ア
イ
ケ
・
ヨ
ア
イ
・
ジ
ア
イ
・
オ
ー
ア
イ

の
三
類
に
大
き
く
分
類
さ
れ
る
。
こ
れ
が
、
さ
ら
に
、
一
次
的
語
彙
素
と
二
次

的
語
臭
素
と
に
分
別
さ
れ
る
（
た
だ
し
、
「
カ
ジ
ェ
」
　
「
ノ
カ
ジ
ェ
」
は
総
称

で
あ
り
、
こ
こ
で
問
題
と
し
て
い
る
「
ヒ
ガ
シ
」
　
「
コ
チ
」
　
「
ア
イ
」
な
ど
よ

り
も
は
る
か
に
包
括
的
で
あ
っ
て
、
こ
の
有
無
が
有
意
の
弁
別
的
特
徴
と
は
な

り
え
な
い
の
で
、
除
い
て
考
え
る
こ
と
に
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
ヒ
ガ
シ
カ

ジ
ェ
」
　
「
コ
チ
カ
ジ
ェ
」
　
「
ア
イ
ノ
カ
ジ
ェ
」
は
、
す
べ
て
一
次
的
語
彙
素
と

し
て
処
理
す
る
）
。

1
．
ヒ
ガ
シ
・
ヒ
ガ
シ
カ
ジ
ェ
　
（
一
次
的
語
彙
柔
）
、
ヒ
ガ
シ
ケ
（
二
次
的
語

彙
累
）

2
．
コ
チ
・
コ
チ
カ
ジ
ェ
　
（
一
次
的
語
彙
素
）
、
コ
チ
ケ
・
ハ
ル
ゴ
チ
（
二
次
的

語
粟
素
）

3
デ
イ
ノ
カ
ジ
ェ
　
（
一
次
的
語
稟
素
）
、
ア
イ
ケ
・
ヨ
ア
イ
・
ジ
ア
イ
・
オ

ー
ア
イ
（
二
次
的
語
安
来
）

こ
の
三
類
の
意
味
的
闇
孫
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
土
地
の
漁
民
が
現
に
自

（
注
り
一

覚
し
て
い
る
語
源
意
識
や
現
象
と
の
指
示
的
意
味
関
係
に
関
す
る
で
き
る
だ
け

詳
し
い
説
明
を
手
が
か
り
に
し
て
、
客
観
的
な
命
名
拡
準
を
確
定
す
る
必
要
が

あ
る
。
さ
ら
に
は
、
語
桑
素
の
新
古
関
係
や
品
位
、
使
用
年
屑
・
使
用
頻
度
な

ど
の
情
報
を
手
が
か
り
と
す
る
必
要
が
あ
る
。
そ
の
際
、
重
要
な
こ
と
は
、
弁

別
基
準
の
価
値
づ
け
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
意
味
体
系
を
支
え
る
複
数
の
弁
別

基
準
は
、
す
べ
て
が
等
価
値
の
も
の
で
は
な
く
、
最
も
優
位
の
弁
別
拡
準
と
そ

ぅ
で
な
い
も
の
と
に
見
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
弁
別
拡
準
の
価
値
化
は
、
次

の
二
つ
の
原
則
に
よ
っ
て
行
う
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。

叫
語
彙
量
の
原
則
…
…
そ
の
意
味
分
野
の
す
べ
て
の
語
彙
累
に
関
わ
る
弁

別
基
準
で
、
し
か
も
、
語
粟
素
の
全
体
に
お
け
る
位
置
を
決
定
す
る
も
の

を
最
も
重
視
す
る
。

脚
レ
ベ
ル
の
原
則
…
…
複
数
の
弁
別
花
準
が
認
め
ら
れ
る
場
合
、
語
彙
素
と

’

語
窮
素
と
の
意
味
的
関
係
を
、
よ
り
上
位
の
レ
ベ
ル
に
お
い
て
決
定
す
る

（
捕
り
）

基
準
を
重
視
す
る
。
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こ
の
原
則
に
よ
っ
て
、
「
方
位
」
　
（
東
）
と
い
う
弁
別
基
準
が
、
最
も
重
要

な
弁
別
基
準
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
こ
の
基
準
は
、
「
東
風
」
を
指

示
す
る
語
菜
の
ま
と
ま
り
に
限
定
す
る
と
、
す
べ
て
の
語
彙
柔
に
共
通
し
て
認

め
ら
れ
る
も
の
で
あ
っ
て
、
弁
別
基
準
と
し
て
ほ
機
能
し
え
な
い
。
そ
こ
で
、

他
に
弁
別
基
準
を
求
め
て
み
る
と
、
土
地
の
漁
民
の
現
象
と
し
て
の
風
に
関
す

る
説
明
や
、
風
と
実
際
の
操
業
と
の
関
係
に
つ
い
て
の
説
明
、
さ
ら
に
は
語
源

意
識
な
ど
に
基
づ
い
て
、
「
季
節
」
　
「
漁
獲
物
」
　
「
時
間
帯
」
　
「
地
面
と
の
関

係
」
　
「
風
の
強
さ
」
　
「
方
位
の
広
さ
」
と
い
っ
た
命
名
基
準
を
、
語
形
と
の
対

応
関
係
に
即
し
て
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
と
こ
ろ
で
、
先
に
示
し
た
一
二

語
の
中
に
は
、
「
ヒ
ガ
シ
カ
ジ
ェ
」
　
「
コ
チ
カ
ジ
ェ
」
の
よ
う
に
、
「
方
位
」

と
い
う
命
名
基
準
し
か
認
め
ら
れ
な
い
も
の
が
存
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
方

位
」
と
い
う
命
名
基
準
を
、
弁
別
的
機
能
を
は
た
し
え
な
い
と
い
う
理
由
に
よ

っ
て
、
単
純
に
除
去
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
こ
と
に
な
る
。

そ
こ
で
、
先
に
示
し
た
一
二
語
を
命
名
基
準
に
即
し
て
整
理
し
て
み
る
と
、

大
き
く
は
、
単
一
の
命
名
基
準
か
ら
成
る
も
の
と
、
複
数
の
命
名
基
準
か
ら
成

る
も
の
と
に
見
分
け
ら
れ
、
さ
ら
に
、
そ
の
下
位
に
さ
ま
ざ
ま
の
パ
タ
ー
ン
が

認
め
ら
れ
る
。

1．単一の命名基準から成るもの（命名基準による弁別）

①「方位」のみ　ヒガシカジェ・ヒガシ・コチカジェ．

コチ

2．校数の命名基準から成るもの

（レベル1）（レベル2）（レベル3）

①「方位」十「¢」＋「方位の広さ」　　　　ヒガシケ・

ハルゴチ

アイノカジェ

コチケ

②「方位」＋「季節」

③「方位」＋「漁獲物」

④「方位」＋「漁獲物」＋「方位の広さ」－アイケ

⑤「方位」＋「漁獲物」＋「時間帯」　　　ヨアイ

⑥「方位」＋「漁獲物」＋「地面との関係」－ジアイ

⑦「方位」＋「漁獲物」＋「風の強さ」－オーアイ

〈知的〉　〈生活の必要性に基づく分化、新生〉

－20－

右
の
複
数
の
命
名
基
準
の
複
合
体
に
お
い
て
、
レ
ベ
ル
1
・
レ
ベ
ル
2
・
レ

ベ
ル
3
の
そ
れ
ぞ
れ
に
属
す
る
も
の
が
見
分
け
ら
れ
る
。
レ
ベ
ル
2
と
レ
ベ
ル

3
と
は
、
そ
の
レ
ベ
ル
の
命
名
基
準
が
別
の
命
名
基
準
を
前
提
と
す
る
か
し
な

い
か
、
言
い
か
え
る
と
、
命
名
基
準
の
分
化
の
前
提
と
し
て
、
別
の
命
名
基
準

を
必
要
と
す
る
か
し
な
い
か
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
。
先
に
述
べ
た
レ
ベ
ル
の

原
則
と
は
、
レ
ベ
ル
2
の
も
の
よ
り
も
レ
ベ
ル
1
の
も
の
を
、
レ
ベ
ル
3
の
も

の
よ
り
も
レ
ベ
ル
2
の
も
の
を
、
命
名
基
準
（
弁
別
基
準
と
し
て
の
機
能
も
担

う
）
と
し
て
、
よ
り
重
視
す
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。



こ
の
よ
う
な
個
々
の
命
名
基
準
の
価
値
化
に
基
づ
く
階
層
化
を
試
み
た
の

は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
命
名
基
準
の
階
層
化
を
試
み
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
東
風
を
指
示
す
る
一
二
語
が
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
生
成
さ
れ
た
か
と
い

ぅ
内
部
構
造
の
解
析
が
可
能
と
な
る
だ
け
で
な
く
、
語
菓
体
系
の
論
理
の
も
つ

柔
軟
さ
（
非
〓
革
性
）
を
も
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
か
ろ
う

か
と
考
え
た
か
ら
で
あ
る
。
土
地
の
漁
民
が
、
ど
の
よ
う
な
順
序
で
こ
と
ば
を

生
成
、
造
語
し
、
ど
の
よ
う
な
観
点
か
ら
多
角
的
に
現
象
を
捉
え
分
け
て
い
る

か
を
、
こ
の
階
層
化
に
よ
っ
て
、
具
体
的
に
解
明
す
る
こ
と
が
可
能
に
な
る
と

思
う
。と

こ
ろ
で
、
単
一
の
命
名
基
準
か
ら
成
る
「
コ
チ
」
　
「
コ
チ
カ
ジ
ェ
」
　
「
ヒ

ガ
シ
」
　
「
ヒ
ガ
シ
カ
ジ
ェ
」
の
四
語
は
、
命
名
基
準
だ
け
で
は
、
こ
れ
ら
が
併

存
し
て
い
る
理
由
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
命
名
基
準

と
は
別
の
弁
別
基
準
を
求
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
は
、
語

要
素
の
新
吉
の
別
で
あ
り
、
使
用
頻
度
の
別
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
四
語

の
関
係
を
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。

コチカジェ

ヒガシカジェ

（古　い）

（新しい）

以
上
で
、
一
二
語
が
、
実
際
の
漁
業
生
活
に
お
い
て
併
用
さ
れ
て
い
る
客
観

的
理
由
を
ほ
ぼ
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
で
き
た
と
考
え
る
が
、
こ
れ
以
外
に
・

実
は
、
漁
業
生
活
に
即
応
し
た
、
次
の
よ
う
な
語
彙
素
の
使
い
分
け
の
事
実
が

存
す
る
。
そ
れ
は
、
二
二
語
を
、
東
風
が
吹
く
季
節
の
違
い
に
よ
っ
て
使
い
分

け
る
と
い
う
事
実
で
あ
る
。

1
．
ヒ
ガ
シ
カ
ジ
ェ
・
ヒ
ガ
シ
・
ヒ
ガ
シ
ケ
ー
春
を
中
心
と
し
て
一
年
中
。

2
．
コ
チ
・
コ
チ
カ
ジ
ェ
・
コ
チ
ケ
ー
初
春
か
ら
晩
春
。

3
．
ハ
ル
ゴ
チ
ー
中
春
か
ら
晩
春
。

4
デ
イ
ノ
カ
ジ
ェ
・
ジ
ア
イ
・
ヨ
ア
イ
・
ア
イ
ケ
ー
晩
春
か
ら
初
秋
。

5
．
オ
ー
ア
イ
ー
晩
夏
か
ら
晩
秋
。

こ
れ
は
、
文
字
ど
お
り
、
漁
業
生
活
を
基
盤
と
し
て
生
み
出
さ
れ
た
も
の
と

考
え
ら
れ
る
。
「
ヒ
ガ
シ
カ
ジ
ェ
」
が
吹
き
始
め
る
と
・
魚
が
少
し
ず
つ
浜
近

く
に
や
っ
て
来
て
、
漁
が
出
来
る
よ
う
に
な
る
。
こ
う
し
て
・
漁
民
は
・
春
が

来
た
こ
と
を
知
る
。
中
春
に
な
っ
て
、
「
ハ
ル
ゴ
チ
」
が
吹
き
始
め
る
と
・
魚

が
群
れ
を
な
し
て
浜
近
く
に
寄
っ
て
来
る
よ
う
に
な
る
。
こ
れ
を
待
っ
て
・
本

格
的
な
地
引
網
漁
が
開
始
さ
れ
る
。
そ
し
て
・
「
ア
イ
ノ
カ
ジ
ェ
」
が
吹
く
晩

春
か
ら
初
秋
に
か
け
て
、
魚
の
群
れ
は
、
次
第
に
大
き
く
な
り
、
地
引
網
漁
は

い
よ
い
よ
盛
ん
に
な
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
風
が
吹
く
時
季
に
よ
っ

て
一
二
語
が
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
の
は
、
操
業
や
漁
獲
に
と
っ
て
重
要
な
時

季
を
明
確
に
認
識
す
る
た
め
で
あ
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

以
上
の
分
析
に
よ
っ
て
、
東
風
を
指
示
す
る
一
二
語
の
語
棄
体
系
は
、
結
局
・

次
の
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き

る
。1

．
命
名
基
準
に
よ
る
弁
別

2
．
生
業
的
弁
別
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3
．
位
相
的
弁
別

こ
の
う
ち
、
生
業
的
弁
別
が
、
生
活
の
必
要
性
に
拡
づ
い
て
成
立
し
た
も
の

で
あ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
命
名
基
準
に
よ
る
弁
別
に
も
、
も
ち
ろ

ん
、
漁
業
生
活
の
実
際
の
要
請
に
基
づ
く
細
分
化
が
展
開
さ
れ
て
い
る
。
命
名

姦
準
の
レ
ベ
ル
1
は
、
一
応
、
知
的
レ
ベ
ル
の
弁
別
で
あ
る
と
考
え
る
こ
と
が

で
き
る
が
、
レ
ベ
ル
2
・
3
に
属
す
る
も
の
は
、
生
活
の
必
要
性
に
韮
づ
く
細

分
化
で
あ
り
、
生
成
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
命
名
基
準
に
よ

る
弁
別
の
階
層
構
造
は
、
知
的
レ
ベ
ル
と
生
活
レ
ベ
ル
と
の
重
層
構
造
と
解
す

（
注
1
1
）

る
こ
と
が
で
き
る
。

そ
の
只
体
的
な
例
を
、
「
ア
イ
ノ
カ
ジ
ェ
」
に
対
す
る
「
ヨ
ア
イ
・
ジ
ア
イ
・

オ
ー
ア
イ
」
の
二
次
的
語
彙
素
の
分
化
の
過
程
に
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

「
ア
イ
ノ
カ
ジ
ェ
」
は
、
漁
に
と
っ
て
最
も
好
都
合
の
凪
で
あ
る
が
、
な
か
に
、

む
し
ろ
、
害
を
及
ぼ
す
風
に
な
る
場
合
が
あ
る
。
「
ジ
ア
イ
」
は
地
面
近
く
を

吹
く
た
め
に
海
を
荒
ら
し
、
「
オ
ー
ア
イ
」
は
凪
の
力
が
強
い
た
め
に
、
や
は

り
海
が
荒
れ
る
。
そ
の
た
め
、
「
ジ
ア
イ
」
や
「
オ
ー
ア
イ
」
が
吹
く
と
き
は
、

普
通
、
漁
を
休
む
。
漁
に
と
っ
て
、
一
般
に
、
プ
ラ
ス
の
効
用
を
も
た
ら
す

「
ア
イ
ノ
カ
ジ
ェ
」
の
う
ち
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
を
も
た
ら
す
特
定
の
場
合
に

限
っ
て
語
彙
化
を
行
い
、
人
び
と
の
、
そ
の
現
象
に
対
す
る
注
意
と
認
識
を
定

着
さ
せ
る
と
い
う
事
実
が
、
こ
こ
に
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
一
万
「
ヨ
ア
イ
」

は
、
夜
半
か
ら
強
風
に
な
り
、
夜
の
時
点
で
は
翌
日
の
出
漁
は
不
可
能
の
よ
う

に
思
わ
れ
る
が
、
早
朝
に
は
そ
の
凪
が
す
っ
か
り
や
ん
で
、
夜
の
間
に
多
く
の

魚
介
類
や
海
藻
を
浜
近
く
に
寄
せ
て
く
れ
て
い
る
の
で
、
漁
に
と
っ
て
蚊
も
好

都
合
の
風
に
な
る
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
は
、
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
か
ら
プ
ラ
ス
の

効
用
へ
の
芹
的
転
換
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
漁
に
と
っ
て
、
プ
ラ
ス

の
効
用
と
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
と
の
問
で
、
質
的
転
換
の
認
め
ら
れ
る
場
合
に
限

っ
て
語
豆
の
細
分
化
が
展
開
さ
れ
る
と
い
う
事
実
は
、
生
活
の
必
要
性
と
い
う

こ
と
を
抜
き
に
し
て
ほ
、
説
明
す
る
こ
と
の
で
き
な
い
事
実
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
。

四
　
潮
の
語
彙
と
漁
業
生
活

つ
い
で
、
広
島
県
大
崎
下
島
久
比
方
言
の
潮
の
語
彙
の
構
造
分
析
を
行
う
こ

と
に
す
る
。
久
比
集
落
に
は
、
戦
前
は
専
業
漁
師
が
四
人
い
た
と
の
こ
と
で
あ

る
が
、
戦
後
は
わ
ず
か
二
人
に
な
っ
て
し
ま
い
、
土
地
の
人
び
と
は
、
現
在
、

愛
媛
県
今
治
市
か
ら
ト
ラ
ッ
ク
で
運
ば
れ
て
く
る
冷
凍
魚
を
買
い
求
め
て
い
る

と
い
う
。
戦
前
は
、
お
も
に
手
漕
ぎ
の
舟
を
用
い
て
漁
を
行
い
、
「
ホ
コ
ズ
キ
」

（
鉾
突
き
漁
、
約
六
メ
ー
ト
ル
の
背
竹
の
先
に
鉾
を
と
り
つ
け
、
そ
れ
で
舟
の

の
上
か
ら
魚
を
突
き
刺
し
て
狂
る
漁
法
）
、
「
エ
ビ
ア
ミ
」
　
（
海
老
網
漁
）
、

「
ジ
ビ
キ
」
（
地
引
網
漁
、
後
に
人
手
不
足
の
た
め
、
「
フ
ナ
ビ
キ
」
に
変
っ
た
。

現
在
、
久
比
に
は
全
く
浜
が
な
い
が
、
昔
は
狭
い
浜
が
あ
っ
た
と
い
う
）
、
「
イ

ッ
判
ン
ズ
リ
」
　
（
主
と
し
て
鯛
の
一
本
釣
り
）
な
ど
の
漁
を
行
っ
て
い
た
。
戦

後
か
な
り
た
っ
て
か
ら
、
船
が
す
べ
て
動
力
船
に
な
っ
た
た
め
、
大
き
な
網
を

用
い
て
行
う
漁
が
可
能
と
な
り
、
「
サ
ー
ラ
ナ
ガ
セ
」
　
（
鰭
流
し
、
鱈
を
獲
る

た
め
の
琉
L
的
漁
）
、
「
サ
月
刊
H
J
　
（
刺
し
網
漁
）
な
ど
の
網
漁
の
ほ
か
、

「
タ
引
」
ポ
」
　
（
蛸
壷
漁
）
が
、
と
く
に
盛
ん
に
な
っ
た
。
当
地
の
漁
法
、
漁

業
規
摸
、
漁
業
技
術
は
、
潮
の
流
れ
や
そ
の
変
化
と
、
ま
だ
、
完
全
に
は
分
離

し
て
い
な
い
（
か
な
り
強
く
規
制
さ
れ
て
い
る
）
段
階
の
も
の
の
よ
う
に
思
わ

れ
る
。さ

て
、
久
比
方
言
の
湖
の
語
彙
の
最
も
大
き
な
枠
組
は
、

1
．
シ
オ
ガ
タ
（
潮
方
、
潮
流
の
方
位
）

2
．
シ
刺
有
っ
刊
（
潮
行
き
、
潮
流
の
速
度
）
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3
．
シ
オ
ジ
ュ
ン
　
（
潮
順
、
潮
位
・
潮
流
の
速
度
の
変
化
）

の
語
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
三
つ
で
あ
る
。
そ
し
て
、
こ
の
三
つ
の
枠
組
を
横
切

る
形
で
、
「
シ
利
ガ
　
可
－
」
「
シ
利
ガ
　
ワ
H
－
」
と
い
う
評
価
に
関
わ
る
分

類
原
理
が
認
め
ら
れ
る
。

1
の
「
シ
オ
ガ
タ
」
に
属
す
る
基
本
的
な
語
l
裏
は
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
　
（
本
朝
、

島
に
平
行
に
、
酉
か
ら
束
へ
向
か
っ
て
流
れ
る
）
、
「
サ
カ
マ
ジ
オ
」
　
（
逆
長
潮
、

「
ホ
ン
シ
オ
」
の
内
側
を
東
か
ら
西
へ
向
か
っ
て
流
れ
る
潮
）
、
「
ナ
利
月
刊

ジ
オ
」
（
中
満
ち
潮
、
「
ナ
カ
、
、
、
チ
」
の
と
き
に
流
れ
る
本
洞
）
、
「
ヒ
引
引
功
利
」

（
干
潮
か
ら
満
潮
へ
変
る
と
き
に
流
れ
る
本
朝
）
、
「
タ
タ
エ
ジ
オ
」
　
（
満
潮

か
ら
干
潮
へ
変
る
と
き
に
流
れ
る
逆
頁
湖
）
の
五
語
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
う
ち
、

ま
ず
、

ホ
ン
シ
オ
●
・
l
サ
カ
マ
ジ
オ

の
対
立
が
、
「
ホ
ン
」
対
「
サ
カ
」
の
語
形
の
対
応
と
意
味
的
対
立
蘭
係
に
よ

っ
て
帰
納
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
、
「
サ
カ
マ
ジ
オ
」
に
「
マ
」
が
認
め

ら
れ
る
の
で
、
こ
れ
が
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
と
も
と
も
と
ス
ト
レ
ー
ト
に
対
立
す

る
語
形
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
疑
問
で
あ
る
。
も
し
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
と
と
も
に
、

「
マ
シ
オ
」
と
い
う
語
形
が
用
い
ら
れ
て
い
る
な
ら
ば
、
む
し
ろ
、

マ
シ
オ
1
↑
↓
▼
サ
カ
マ
ジ
オ

と
い
う
対
立
を
想
定
す
る
こ
と
の
方
が
合
理
的
で
あ
る
と
解
さ
れ
る
。
し
か
し

な
が
ら
、
今
日
、
当
該
方
言
に
は
、
「
マ
シ
オ
」
と
い
う
語
形
は
行
わ
れ
て
い

な
い
。
た
だ
、
瀬
戸
内
海
域
を
は
じ
め
と
し
て
、
山
陰
や
関
東
域
に
も
、
「
マ

シ
オ
」
と
い
う
語
形
が
広
く
用
い
ら
れ
て
い
る
の
で
、
当
該
方
面
に
も
、
か
つ

て
は
、
「
マ
シ
オ
」
と
い
う
語
形
が
行
わ
れ
て
い
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ

の
「
ホ
ン
シ
オ
」
▲
・
1
「
サ
カ
マ
ジ
オ
」
の
二
項
対
立
に
お
い
て
、
「
ホ
ン
シ

オ
」
の
方
に
重
点
が
㌍
か
れ
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

っ
い
で
、
「
ヒ
ヨ
リ
ジ
オ
」
　
「
タ
ク
エ
ジ
オ
」
　
「
ナ
判
り
、
l
列
ジ
オ
」
の
三
語

は
、
い
ず
れ
も
、
潮
の
干
満
（
シ
利
ノ
　
封
チ
ヒ
、
シ
射
ヨ
の
一
つ
）
と

関
係
の
あ
る
語
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
、
「
ヒ
引
」
　
（
干
潮
）
、
「
タ
列
可
」

（
満
潮
）
、
「
ナ
カ
ミ
チ
」
　
（
申
満
ち
）
と
い
う
潮
位
の
割
合
を
表
わ
す
語
を
、

前
部
形
態
素
に
と
っ
て
い
る
こ
と
に
よ
っ
て
明
確
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、

「
シ
オ
ガ
タ
」
に
属
す
る
語
彙
は
、
大
き
く
、

山
「
シ
オ
ジ
ュ
ン
」
と
間
係
し
な
い
も
の

似
「
シ
オ
ジ
ュ
ン
」
と
関
係
す
る
も
の

の
二
札
に
分
類
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
「
シ
オ
ジ
ュ
ン
」
と
机
係
す
る
も
の
を

特
立
し
て
語
彙
化
を
行
っ
て
い
る
の
は
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
　
「
サ
カ
マ
ジ
オ
」
の

そ
れ
ぞ
れ
が
、
「
ヒ
ヨ
リ
」
　
「
タ
ク
エ
」
　
「
ナ
カ
ミ
チ
」
の
潮
位
の
際
に
、
そ

れ
以
外
の
場
合
と
は
、
か
な
り
大
き
く
「
シ
オ
ガ
タ
」
を
変
え
て
流
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
と
く
に
、
「
タ
ク
エ
ジ
オ
」
と
「
ナ
カ
ミ
チ
ジ
オ
」
は
、
と
も
に
、

「
シ
オ
ガ
タ
」
が
急
カ
ー
ブ
を
描
い
て
沖
へ
流
れ
出
す
た
め
に
、
舟
や
網
が
沖

合
へ
流
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
多
く
、
漁
に
と
っ
て
著
し
く
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
を
も
た

ら
す
も
の
だ
と
い
う
。
し
た
が
っ
て
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
　
「
サ
カ
マ
ジ
オ
」
の
変

化
の
う
ち
、
漁
に
と
っ
て
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
を
及
ぼ
す
も
の
に
と
く
に
注
目
し

て
、
語
彙
化
を
行
っ
て
い
る
も
の
と
考
冬
ら
れ
る
。
そ
れ
で
は
、
「
ヒ
ヨ
リ
ジ

オ
」
　
「
タ
ク
エ
ジ
オ
」
　
「
ナ
カ
ミ
チ
ジ
オ
」
の
三
語
は
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
　
「
サ

カ
マ
ジ
オ
」
と
、
い
か
な
る
意
味
的
関
係
を
示
す
か
と
い
う
と
、
次
の
よ
う
に

図
示
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。
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〈シオジュンと　　〈シオジュンと

関係しない〉　　　関係する〉

ヒヨリジオ

ナカミチジオ

タクエジオ

ー」＝

図　4

ホ了オ
サカマジオ

図
4
の
う
ち
、
「
ヒ
ヨ
リ
ジ
オ
」
は
「
シ
オ
ガ
タ
ガ
　
エ
ー
」
　
（
湖
方
が
良

い
）
、
「
ナ
カ
ミ
チ
ジ
オ
」
　
「
タ
タ
エ
ジ
オ
」
は
「
シ
利
列
外
刈
　
り
引
－
」

（
潮
方
が
悪
い
）
　
と
い
う
句
と
、
そ
れ
ぞ
れ
、
意
味
的
共
起
関
係
を
結
ぶ
。
「
シ

オ
ガ
タ
ガ
　
エ
ー
」
は
漁
が
し
や
す
く
、
「
シ
オ
ガ
タ
ガ
　
ワ
リ
ー
」
は
、
漁

が
し
に
く
い
の
で
あ
る
。

以
上
の
分
析
結
果
を
統
合
し
、
五
語
の
問
に
認
め
ら
れ
る
意
味
的
関
係
を
、

体
系
図
と
し
て
示
す
と
、
図
5
の
よ
う
に
な
る
。

くシオジュンと関係しない〉

シオガタは変化しない

シオガタが変化する

くシオジュンと関録する〉

図　5
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（
漁
が
し
や
す
い
）

こ
の
体
系
図
は
、
土
地
の
漁
民
が
、
「
ニ
ゴ
ー
ビ
カ
ラ
ナ
カ
、
、
、
チ
マ
デ
ガ

‖
封
－
ノ
　
コ
ロ
ヤ
イ
」
　
（
二
合
干
た
と
き
か
ら
半
ば
ま
で
満
ち
た
と
き
ま

で
が
漁
に
好
都
合
の
状
態
）
と
説
明
す
る
一
種
の
言
い
ぐ
さ
と
、
完
全
に
一
致

す
る
。
そ
れ
で
は
、
な
ぜ
、
「
ヒ
ヨ
リ
ジ
オ
」
を
中
心
と
し
て
、
潮
位
の
低
い

状
態
を
当
地
の
漁
民
が
漁
に
と
っ
て
プ
ラ
ス
で
あ
る
と
捉
え
て
い
る
か
と
い
う

と
、
当
地
の
漁
法
が
、
主
と
し
て
、
鉾
突
き
漁
と
船
引
網
漁
を
行
っ
て
い
る
か

ら
で
あ
る
。
ど
ち
ら
も
、
潮
位
の
低
い
方
が
漁
が
し
や
す
い
の
で
あ
る
。
右
に

帰
納
し
た
「
シ
オ
ガ
タ
」
の
語
彙
体
系
は
、
「
ホ
ン
シ
オ
」
　
－
　
「
サ
カ
マ
ジ

オ
」
の
対
立
が
基
本
的
な
も
の
で
あ
っ
て
、
ど
の
漁
業
社
会
に
も
認
め
ら
れ
る



一
般
的
、
普
遍
的
な
事
実
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
て
、
「
ヒ
ヨ
リ
ジ
オ
」
▲
－
「
タ

ク
エ
ジ
オ
」
†
I
Y
「
ナ
カ
ミ
チ
ジ
オ
」
の
三
項
対
立
は
、
漁
業
生
活
の
必
要
性

に
基
づ
い
て
生
成
さ
れ
た
当
該
方
言
に
個
別
的
な
土
地
の
漁
師
に
共
有
の
体
系

で
あ
り
、
し
か
も
、
評
価
に
関
わ
る
レ
ベ
ル
の
も
の
で
あ
る
。
前
者
を
知
的
レ

ベ
ル
の
弁
別
と
呼
ぶ
な
ら
ば
、
後
者
は
、
生
活
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
細
分
化

し
た
生
活
レ
ベ
ル
の
弁
別
と
呼
ぶ
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
図
5
は
、

知
的
レ
ベ
ル
の
弁
別
と
生
活
レ
ベ
ル
の
弁
別
と
の
複
合
的
統
一
体
で
あ
る
と
考

え
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
「
シ
オ
イ
キ
」
の
語
頭
体
系
の
分
析
を
行
う
こ
と
に
す
る
。
「
シ
オ

イ
キ
」
に
関
す
る
語
裏
は
、
「
シ
オ
ガ
タ
」
に
関
す
る
語
栗
と
は
異
な
っ
て
、

四
種
の
品
詞
が
認
め
ら
れ
る
。
動
詞
語
彙
と
し
て
、
「
ウ
可
ク
」
　
（
潮
が
動
き

始
め
る
）
、
「
キ
マ
ル
」
　
（
鋤
き
の
速
さ
が
決
ま
る
）
、
「
H
I
ル
・
ユ
判
引

叫
利
男
ク
」
　
（
か
な
り
の
速
さ
で
流
れ
出
す
）
・
「
H
I
ス
・
ハ
ヤ
ス
ギ
ル
」

（
非
常
な
速
さ
で
流
れ
る
）
、
「
ヤ
対
ル
・
ユ
呵
ム
」
　
（
速
い
流
れ
が
緩
く
な

る
）
、
「
ト
可
ム
・
ヨ
吋
ム
」
　
（
流
れ
が
非
常
に
緩
や
か
に
な
っ
て
や
が
て
止
ま

る
）
の
一
〇
語
が
認
め
ら
れ
、
形
容
語
翼
と
し
て
、
「
ハ
刊
イ
」
　
（
潮
の
流
れ

が
速
い
）
、
「
ヤ
利
イ
」
　
（
流
れ
が
緩
や
か
だ
）
、
「
ユ
叫
イ
・
オ
ソ
イ
」
（
流

れ
が
遅
い
）
、
「
ネ
ベ
イ
」
　
（
流
れ
が
非
常
に
遅
い
）
の
五
語
の
形
容
詞
と
、

「
司
－
ナ
」
　
（
ヤ
オ
イ
・
ユ
ル
イ
・
オ
ソ
イ
の
流
れ
の
速
さ
を
す
べ
て
指
示
し

ぅ
る
総
称
的
な
語
詞
で
あ
る
）
の
形
容
動
詞
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
名

詞
と
し
て
、
「
カ
レ
シ
オ
」
　
（
枯
れ
潮
、
流
れ
が
全
く
止
ま
っ
た
状
態
の
潮
を

言
う
）
の
一
語
が
認
め
ら
れ
る
。
動
詞
語
彙
は
、
流
れ
の
速
さ
に
よ
っ
て
六
段

階
に
区
別
さ
れ
て
お
り
、
「
ウ
ゴ
ク
」
1
「
キ
マ
ル
」
を
基
準
に
し
て
、
次

の
よ
う
な
循
環
構
造
を
成
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。

匿〕　　6〕　魯j　〔3〕　e〕〔1〕
′－′・．・．・・、　　　　｛　　　　｛　　　　　｛　　　｛　　｛

ヨト　　ユヤ　　ハト　　ユト　　キ　　ウ

ドロ・←ルオ←ヤ】一←－キl・←一一マ十一コ

ムム　　ムル　　スス　　アル　　ル　　ク

シ

ガ

ツ

ク

こ
の
よ
う
に
考
え
る
の
は
、
次
の
よ
う
な
理
由
に
よ
る
。
「
ウ
ゴ
ク
」
は

「
動
き
始
め
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
「
キ
マ
ル
」
は
「
潮
が
動
き
始
め
て

や
が
て
流
れ
の
速
さ
が
一
定
す
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
「
ユ
キ
ア
シ
ガ
ツ

ク
」
と
い
う
動
詞
は
、
「
ウ
ゴ
ク
」
　
「
キ
マ
ル
」
と
い
う
動
詞
の
意
味
を
前
提

と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
は
じ
め
て
用
い
う
る
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
ウ
ゴ
ク
」
　
「
キ
マ
ル
」
　
「
ユ
キ
ア
シ
ガ
ツ
ク
」
の
三
語
の
問
に
は
、
「
ウ
ゴ

ク
」
－
↓
「
キ
マ
ル
」
1
「
ユ
キ
ア
シ
ガ
ツ
ク
」
と
い
う
段
階
的
な
意
味
連

続
が
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
動
き
を
、
状
態
に
お
い
て
捉
え
る
と
き
、

「
ハ
ヤ
ス
ギ
ル
」
の
動
詞
と
結
び
つ
く
も
の
と
し
て
「
ハ
ヤ
イ
」
が
認
め
ら
れ
・

「
ヤ
オ
ル
」
に
対
し
て
「
ヤ
オ
イ
」
、
「
ユ
ル
ム
」
に
対
し
て
「
ヤ
オ
イ
」
及

び
「
オ
ソ
イ
」
が
認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
れ
を
、
先
の
動
詞
語
架
の
体

系
に
関
係
づ
け
て
示
す
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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（
状
　
態
）

（
潮
の
流
れ
が
完
全
に
停
止
す
る
）
と
い
う
動
詞
を
採
録
し
て
い
る
の
で
、
か

っ
て
は
、
当
該
方
言
に
お
い
て
も
、
「
ネ
バ
イ
」
と
「
カ
レ
シ
オ
」
に
対
応
す

る
動
詞
が
行
わ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

そ
し
て
、
当
地
の
漁
民
は
、
山
田
伽
別
の
段
階
を
、
漁
と
の
関
係
か
ら
、
「
シ

オ
イ
キ
ガ
エ
ー
」
と
捉
え
て
お
り
、
細
鮎
の
段
階
を
「
シ
利
月
利
ガ
　
ワ
H

I
」
と
捉
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
事
実
を
、
先
に
示
し
た
体
系
図
に
新
た

に
位
置
づ
け
て
示
す
と
、
図
8
の
よ
う
に
な
る
。

（
評
価
）

「
ハ
ヤ
イ
」
の
直
接
の
対
義
語
は
「
オ
ソ
イ
」
で
あ
る
が
、
動
詞
と
の
対
応

関
係
か
ら
考
え
る
と
、
「
ユ
ル
イ
」
　
「
ヤ
オ
イ
」
の
方
が
よ
り
拓
本
的
な
要
素

で
あ
る
と
判
断
さ
れ
る
。
ま
た
「
ハ
ヤ
イ
」
「
オ
ソ
イ
」
が
潮
流
の
状
態
を
よ
り

客
観
的
に
捉
え
て
表
現
す
る
の
に
対
し
て
、
「
ヤ
オ
イ
」
　
「
ユ
ル
イ
」
は
漁
と

の
的
係
か
ら
、
よ
り
主
体
的
に
捉
え
て
お
り
、
流
れ
て
来
る
潮
を
船
を
基
準
と

し
て
、
一
種
の
弛
緩
状
態
と
見
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
こ
れ
以
外
に
、
形
容
詞
に
「
ネ
バ
イ
」
、
名
詞
に
「
カ
レ
シ
オ
」

と
い
う
語
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
に
対
応
す
る
動
詞
は
、
当
該
方
言
に
は
行
わ

れ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
広
島
県
大
崎
上
島
の
沖
浦
集
落
（
釣
り
漁
を
主
体
と

す
る
久
比
集
落
よ
り
も
規
模
の
大
き
な
漁
業
集
落
）
の
調
査
で
は
、
「
・
奇
ル
」

（
「
ユ
ル
ム
」
と
「
ト
ロ
ム
」
と
の
中
間
の
段
階
）
と
い
う
動
詞
と
「
カ
叫
山
」

キガ

・）

（シオイキガ

エー）

（シオイキガ

ワリー）

（シオイキガ　 エー）

i
匿〕

｛

6 〕 払〕
十

日〕　 ¢〕　 b〕

（
動
　
き
）
　
（
状
　
態
）

ウ
ゴ
ク

一
、

…

『

ク

ー
ノ

一
、

ト
ー
ス

バ
ヤ
ス
ギ
ル
　
ー
　
ハ
ヤ
イ

一

　

一

（
現
象
・
も
の
）
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潮
の
流
れ
の
速
さ
を
、
こ
れ
だ
け
細
分
化
し
て
捉
え
分
け
、
状
態
に
関
す
る

同
義
語
、
類
義
語
を
こ
の
よ
う
に
多
く
栄
え
さ
せ
て
い
る
事
実
は
、
文
字
ど
お

り
、
生
活
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
の
こ
と
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ

う
。
と
く
に
、
「
シ
オ
イ
キ
ガ
　
エ
ー
」
　
「
シ
オ
イ
キ
ガ
　
ワ
リ
ー
」
と
い
う

評
価
に
関
わ
る
弁
別
は
、
「
シ
オ
」
を
利
用
し
、
「
シ
オ
」
に
規
制
さ
れ
る
漁

業
生
活
の
中
か
ら
し
か
生
み
出
さ
れ
え
な
い
も
の
で
あ
る
と
言
っ
て
よ
か
ろ
う
。

こ
う
し
て
、
「
シ
オ
イ
キ
」
に
関
す
る
語
彙
は
、
一
応
、

用
動
き
に
関
す
る
レ
ベ
ル

①
状
態
に
関
す
る
レ
ベ
ル

畑
現
象
そ
の
も
の
に
関
す
る
レ
ベ
ル

棚
評
価
に
関
す
る
レ
ベ
ル

の
四
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
理
解
さ
れ
る
。
そ
し
て
、

用
に
つ
い
て
は
6
段
階
の
循
環
的
対
応
が
、
脚
に
つ
い
て
は
二
段
階
の
対
立
が
、

畑
に
つ
い
て
は
　
「
カ
レ
シ
オ
」
の
三
相
が
、
棚
に
つ
い
て
は
「
エ
ー
」
対

「
ワ
リ
ー
」
の
対
立
が
、
そ
れ
ぞ
れ
認
め
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
先
に
、
一
応
と
言
っ
た
の
は
、
「
動
き
」
と
「
状
態
」
は
、
結

局
の
と
こ
ろ
、
一
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い

か
と
考
え
る
か
ら
で
あ
る
。
「
キ
マ
ル
」
　
「
ヤ
オ
ル
」
　
「
ユ
ル
ム
」
　
「
ト
ロ
ム
」

「
ヨ
ド
ム
」
の
五
語
は
、
す
べ
て
、
状
態
性
動
詞
で
あ
っ
て
、
「
ハ
ヤ
イ
」
「
オ

ソ
イ
」
　
「
ヤ
オ
イ
」
　
「
ユ
ル
イ
」
な
ど
の
形
容
詞
や
「
ユ
ー
ナ
」
と
い
う
形
容

動
詞
と
、
意
味
的
に
か
な
り
近
い
と
言
っ
て
よ
い
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
状
態
」
も
「
動
き
」
の
一
っ
の
場
合
と
見
な
し
て
い
る
と
理
解
す
る
こ
と
も

可
能
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
許
さ
れ
る
な
ら
ば
、
「
シ
オ
イ
キ
」

の
語
皐
も
、
大
き
く
は
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
っ
て
い
る
と
す
る
こ
と

が
で
き
る
。

以
上
、
広
島
県
大
崎
下
島
久
比
方
言
の
「
シ
オ
ガ
タ
」
の
語
粟
と
「
シ
オ
イ

キ
」
の
語
皐
に
つ
い
て
、
体
系
分
析
を
行
っ
た
。
そ
の
結
果
、
「
シ
オ
ガ
タ
」

の
語
皐
体
系
は
、
「
方
位
」
　
「
シ
オ
ジ
ュ
ン
と
関
係
す
る
か
し
な
い
か
」
　
「
漁

に
と
っ
て
の
実
際
的
効
用
」
（
評
価
）
と
い
う
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
っ
て

お
り
、
「
シ
オ
イ
キ
」
の
語
彙
体
系
は
、
「
動
き
」
　
（
「
状
態
」
も
動
き
の
一
っ

の
場
合
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
）
　
「
現
象
そ
の
も
の
」
　
「
漁
に
と
っ
て
の
実

際
的
効
用
」
　
（
評
価
）
と
い
う
、
や
は
り
、
三
つ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
か
ら
成
っ
て

い
る
こ
と
が
帰
納
で
き
た
。
し
か
も
、
「
シ
オ
ガ
タ
」
の
変
化
や
「
シ
オ
イ
キ
」

の
動
き
の
細
分
化
は
、
す
べ
て
、
「
評
価
」
と
い
う
こ
と
が
関
わ
っ
て
展
開
し

て
い
る
と
．
い
う
事
実
が
認
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
生
活
の
効
用
（
プ
ラ
ス
の
効

用
・
マ
イ
ナ
ス
の
効
用
）
と
い
う
言
語
外
現
実
の
要
因
に
些
つ
く
語
彙
体
系
の

細
分
化
が
、
「
シ
オ
ガ
タ
」
　
「
シ
オ
イ
キ
」
の
二
つ
の
意
味
分
野
に
共
通
し
て

認
め
ら
れ
る
わ
け
で
あ
る
。

当
地
の
漁
法
は
、
こ
の
二
つ
の
下
位
意
味
分
野
の
体
系
的
特
色
に
基
づ
い
て

判
断
す
る
の
に
、
「
シ
オ
ガ
タ
」
の
変
化
と
「
シ
オ
イ
キ
」
の
変
化
に
強
く
規

制
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
だ
か
ら
こ
そ
、
こ

の
部
分
に
つ
い
て
、
体
系
が
細
分
化
し
、
語
彙
高
が
多
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ

る
。

五
　
語
重
体
系
の
変
容
と
生
活
の
変
化

以
上
、
鳥
取
県
気
高
郡
気
高
町
姫
路
方
言
の
風
位
語
彙
と
広
島
県
大
崎
下
島

久
比
方
言
の
滴
の
語
鎚
を
中
心
と
し
て
、
生
活
語
彙
の
微
視
的
な
体
系
分
析
を
基
礎

に
、
土
地
の
人
び
と
が
、
み
ず
か
ら
の
生
活
に
密
接
に
関
わ
る
現
象
を
い
か
な

る
視
点
か
ら
捉
え
、
ど
の
よ
う
に
分
類
し
て
い
る
か
を
見
て
き
た
。
そ
し
て
、

そ
の
分
甑
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
が
、
知
的
な
弁
別
と
生
活
の
必
要
性
に
基
づ
い
て
生
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成
し
た
弁
別
の
そ
れ
ぞ
れ
に
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
を
考
察
し
た
。

そ
の
結
果
、
漁
業
に
関
す
る
語
集
は
、
知
的
レ
ベ
ル
の
分
類
を
花
廓
と
し
て
、

そ
の
上
に
、
生
活
レ
ベ
ル
の
分
顆
が
展
闘
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
語
l
鎚
体
系
が

細
分
化
す
る
と
い
う
重
層
構
造
を
示
し
て
お
り
、
と
く
に
、
評
価
に
関
す
る
カ

テ
ゴ
リ
ー
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
事
実
の
重
要
性
を
指
摘
し
た
。

こ
の
よ
う
な
構
造
を
示
す
漁
業
語
裏
の
体
系
も
、
今
日
、
漁
業
が
著
し
く
近

代
化
し
、
漁
船
や
漁
具
が
急
速
に
改
良
さ
れ
た
た
め
に
、
大
き
く
変
容
し
よ
う

と
し
て
い
る
。
と
く
に
、
風
位
語
髭
は
、
漁
船
が
完
全
に
鼠
の
力
を
克
服
し
た

こ
と
に
よ
っ
て
、
各
地
で
、
急
速
に
消
え
て
い
き
つ
つ
あ
る
。
と
く
に
、
そ
れ
は
、

漁
業
を
継
承
し
ょ
う
と
す
る
若
者
の
極
鵜
に
少
な
く
な
っ
て
い
る
小
規
模
漁
業

社
会
に
お
い
て
顕
著
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
単
に
、
若
者
が
少
な
い
と
い
う
こ
と

だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
よ
う
な
漁
業
社
会
に
お
い
て
は
、
若
者
が
土
地
の
漁
業

形
態
を
改
変
す
る
こ
と
に
急
で
、
老
年
漁
師
の
体
験
を
、
深
刻
に
継
承
し
ょ
う

と
す
る
姿
勢
の
き
わ
め
て
乏
し
い
こ
と
が
、
最
大
の
原
因
と
な
っ
て
せ
る
。
釣

り
漁
や
種
々
の
網
漁
で
は
魚
が
杜
れ
な
く
な
っ
た
た
め
に
、
沖
合
か
ら
磯
の
す

ぐ
近
く
ま
で
、
大
型
の
底
曳
き
網
漁
船
で
漁
を
行
う
よ
う
に
な
る
。
こ
の
現
実

を
、
こ
れ
で
は
、
小
規
模
の
沿
岸
漁
業
は
衰
滅
す
る
と
。
た
だ
単
に
否
定
す
る

だ
け
で
は
、
も
は
や
ど
う
に
も
な
ら
な
い
状
態
に
立
ち
至
っ
て
い
る
。
ま
た
、

各
地
で
、
養
殖
漁
業
が
盛
ん
に
な
っ
て
き
た
た
め
、
湖
や
多
く
の
漁
場
で
か
つ

て
獲
れ
た
魚
に
対
す
る
関
心
が
、
き
わ
め
て
乏
し
く
な
っ
て
き
て
い
る
。
漁
業

語
彙
を
構
成
す
る
一
々
の
語
彙
累
の
語
源
も
、
急
速
に
忘
れ
去
ら
れ
よ
う
と
し

て
い
る
。
漁
業
語
彙
の
調
査
研
究
は
、
農
業
語
彙
の
調
査
研
究
と
同
様
に
、
一

刻
の
猶
予
も
許
さ
れ
な
い
状
況
に
あ
る
こ
と
を
痛
感
す
る
。

（注）

1
・
級
谷
孝
「
言
語
学
か
ら
文
化
記
号
論
へ
」
　
（
『
文
学
と
文
化
記
号
論
』
所
収
、

岩
波
現
代
選
書
2
3
、
一
九
七
九
・
一
）

2
．
関
本
至
「
言
語
の
学
の
抵
底
に
あ
る
べ
き
も
の
」
　
（
「
方
言
研
究
年
報
』
第

1
8
巻
、
一
九
七
五
・
一
二
）

3
．
国
広
暫
弥
「
意
義
素
の
構
造
」
　
（
三
宝
柑
』
第
七
巻
罪
一
二
号
、
一
九
七
八
・

一
二
）

4
．
九
鬼
周
造
『
　
「
い
き
」
の
構
造
』
　
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
七
）
、
井
上
忠
司

『
「
世
間
体
」
の
構
造
』
　
（
N
H
K
ブ
ッ
ク
ス
、
一
九
七
八
・
四
）

5
．
B
u
r
H
扇
R
．
二
3
0
－
L
a
n
望
a
g
e
 
i
n
 
H
s
 
C
u
－
t
u
r
a
－
C
O
n
t
e
き

H
O
】
t
I
 
R
i
n
e
h
a
r
t
 
a
邑
W
i
n
s
t
O
n
．

6
．
亀
井
孝
ほ
か
『
日
本
語
の
歴
史
」
6
（
平
凡
社
、
一
九
六
五
）

7
．
室
山
敏
昭
「
漁
業
社
会
の
波
の
語
彙
」
　
（
『
国
文
学
致
し
7
8
、
一
九
七
八
・

四
）

8
．
天
野
義
広
「
福
井
県
勝
山
市
の
『
冬
』
の
生
活
語
稟
－
『
芝
を
中
心
と
し

て
ー
」
　
（
一
九
七
六
・
一
〇
）

9
．
あ
く
ま
で
も
、
土
地
の
人
び
と
の
語
源
意
識
に
基
づ
い
て
解
明
す
る
こ
と
が

必
要
で
あ
る
。
他
方
言
と
の
比
較
、
あ
る
い
は
過
去
の
文
献
の
情
報
を
、
こ

こ
に
単
純
に
持
ち
込
め
ば
、
共
時
論
的
操
作
の
段
階
に
、
通
時
論
的
解
釈
を

持
ち
込
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

1
0
．
レ
ベ
ル
の
原
則
に
関
連
し
て
、
「
語
形
態
の
原
則
」
を
定
立
す
る
こ
と
が
有
効

で
あ
ろ
う
。
「
語
形
態
の
原
則
」
と
い
う
の
は
、
「
第
一
次
語
臭
素
対
邦
二

次
語
臭
素
の
対
立
に
注
目
し
、
第
一
次
語
染
素
に
認
め
ら
れ
る
命
名
基
準
の

方
を
、
琴
一
次
語
彙
素
に
し
か
認
め
ら
れ
な
い
命
名
基
準
よ
り
も
重
視
す
る
P

と
い
う
原
則
で
あ
る
。

1
1
一
地
方
言
の
風
位
語
柔
の
、
し
か
も
東
風
を
指
示
す
る
語
彙
に
限
定
し
て
、

微
視
的
な
分
析
を
行
っ
た
が
、
こ
こ
で
、
漁
業
社
会
の
風
位
語
頁
に
関
す
る
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注
目
す
べ
き
普
遍
的
な
問
題
に
つ
い
て
、
二
・
三
指
摘
し
て
お
く
こ
と
に
す
る
。

Ⅲ
漁
業
社
会
の
風
位
語
彙
の
体
系
と
語
彙
鼻
は
、
そ
の
土
地
の
漁
業
規
模

の
大
き
さ
、
集
落
か
ら
漁
場
ま
で
の
距
離
と
相
関
的
で
あ
る
。
漁
業
規

模
が
大
き
く
、
漁
場
が
広
け
れ
ば
、
風
位
語
頁
の
体
系
と
語
彙
岳
は
復

雑
で
多
く
な
り
、
そ
の
逆
の
場
合
は
単
純
で
少
な
く
な
る
。

①
漁
業
社
会
の
風
位
語
彙
は
、
集
落
と
漁
場
と
の
位
置
関
係
を
軸
に
し
て

展
開
し
て
い
る
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

①
風
位
語
要
に
お
い
て
は
、
瀬
戸
内
海
域
方
言
の
全
体
が
か
な
り
強
い
一

体
性
を
示
し
、
山
陰
方
言
も
同
様
で
あ
る
が
、
瀬
戸
内
海
域
方
言
と
山

陰
方
言
と
は
、
相
互
に
強
い
離
反
性
を
示
す
。（

一
九
八
二
・
九
・
二
三
）

空
耳
員
近
蓄
紹
介
Ⅴ

宗
祇
の
生
活
と
作
品
　
　
　
　
　
金
子
金
治
郎
書

風
金
子
金
次
郎
連
歌
考
最
∀
そ
の
I
「
心
敬
の
生
活
と
作
品
」
に
続
く
軍
一

冊
。
巻
頭
に
著
者
架
蔵
絹
本
着
色
の
宗
祇
肖
俊
一
軸
を
カ
ラ
ー
で
か
か
げ
る
。

本
文
は
、
序
章
「
宗
祇
の
生
涯
と
本
吉
」
と
し
て
宗
祇
の
生
姓
と
、
本
書
の
概

要
を
示
す
。
以
下
、
罪
〓
早
「
近
江
の
人
」
で
は
「
種
玉
宗
祇
庵
主
肖
像
賛
」

に
始
ま
り
蒲
生
智
閑
と
の
交
渉
、
小
倉
実
澄
、
永
原
千
句
に
つ
い
て
述
べ
る
。

第
二
葦
「
相
国
寺
と
堺
・
住
吉
」
、
墾
二
輩
「
師
資
相
承
」
、
罪
四
葦
「
『
白

河
紀
行
と
剛
後
」
、
第
五
童
「
古
今
和
歌
集
両
度
的
書
」
、
罪
六
章
「
種
玉
庵

事
始
」
、
第
七
章
「
『
筑
紫
道
初
』
が
語
る
も
の
」
、
第
八
葦
「
『
宗
祇
集
L
と
？
詠
五

十
百
和
歌
ご
と
、
そ
の
生
涯
と
作
品
を
追
う
。
第
九
葦
「
宗
班
の
最
初
の
連

歌
」
で
は
「
康
正
三
年
八
月
十
三
日
法
楽
何
路
百
出
略
注
」
の
全
文
を
紹
介
し

て
こ
れ
を
解
説
し
、
卯
十
葦
「
『
潟
山
三
吟
百
知
』
の
付
合
と
傾
向
」
で
は
肖

相
と
宗
長
、
宗
祇
の
付
け
方
や
傾
向
を
、
飴
十
二
単
「
宗
祇
の
句
風
」
で
は
、

「
新
撰
菟
玖
波
集
」
入
集
句
に
即
し
て
、
歌
会
の
句
・
名
所
の
句
・
風
景
の
句
・

心
情
の
句
・
観
想
の
句
に
つ
い
て
述
べ
、
宗
純
の
句
風
を
ま
と
め
る
。
序
章
の

「
は
じ
め
に
」
に
凧
宗
祇
の
生
活
に
つ
い
て
は
、
そ
の
実
際
面
を
で
き
る
限
り

掘
り
お
こ
す
こ
と
に
努
め
、
そ
の
連
歌
作
品
に
つ
い
て
は
、
作
品
の
語
る
と
こ

ろ
を
虚
心
に
受
け
と
る
よ
う
に
し
た
い
Ⅴ
と
あ
る
。
こ
の
道
の
権
威
の
長
年
に

わ
た
る
実
証
的
研
究
と
作
品
分
析
と
が
本
書
に
結
晶
し
て
い
る
。
収
載
予
定
の

百
出
二
つ
の
訳
注
が
収
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
一
冊
の
分
畳
の
関
係
で
あ
ろ
う

が
、
別
の
形
で
拝
読
の
機
を
得
た
い
思
い
で
あ
る
。
巻
末
に
人
名
索
引
と
和
歌

初
句
索
引
を
付
す
。

（
昭
和
五
八
年
二
月
、
A
5
版
三
二
八
ペ
ー
ジ
、
定
価
九
八
〇
〇
円
）
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