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地
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関
西
地
方
で
の
こ
と
ば
の
広
ま
り
か
た
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関
西
域
に
見
ら
れ
る
、
言
語
事
象
伝
播
の
傾
向
に

つ
い
て
、
述
べ
て
み
た
い
と
思
い
ま
す
。

一
「
中
国
四
国
西
近
畿
」
言
語
地
図

私
の
　
『
方
言
学
』
（
三
省
堂
　
昭
和
三
十
七
年
）

の
三
二
八
～
九
頁
に
、
「
座
敷
」
（
家
の
客
間
）
の
名
称

の
分
布
図
が
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
、
う
つ
し
と
っ
て

か
か
げ
て
み
ま
す
。
（
第
一
図
）

は
じ
め
、
私
は
、
こ
の
図
に
さ
ほ
ど
目
を
と
め
て

い
ま
せ
ん
で
し
た
が
、
ふ
と
し
た
機
会
に
、
こ
れ
を

見
て
、
お
ど
ろ
き
ま
し
た
。
「
座
敷
」
の
名
の
あ
れ

こ
れ
の
、
分
布
の
さ
ま
が
、
い
か
に
も
お
も
し
ろ
う

ご
ざ
い
ま
す
。

ま
ず
、
ま
る
に
矢
じ
る
L
と
も
言
え
る
符
号
の
分

布
に
、
お
目
を
と
め
て
下
さ
い
。
ま
あ
、
こ
れ
は
、

ど
な
た
も
、
最
初
に
、
す
ぐ
、
お
気
づ
き
に
な
り
ま

し
ょ
う
。
分
布
の
優
勢
な
も
の
で
す
か
ら
。

こ
の
図
は
、
中
国
・
四
国
、
西
近
畿
（
主
と
し
て

兵
庫
県
・
大
阪
府
）
、
九
州
の
す
こ
し
「
を
対
象
と

し
た
調
査
の
結
果
の
、
一
表
覧
で
あ
る
こ
と
を
、

お
こ
と
わ
り
し
ま
す
。

つ
ぎ
に
は
、
黒
ま
る
符
号
の
ま
と
ま
り
が
、
お
目

に
と
ま
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
に
よ
る

と
、
こ
の
分
布
が
、
い
ち
ば
ん
は
じ
め
に
、
み
な
さ

ん
の
お
目
を
射
た
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
1
－
－
地
図

に
、
ぐ
っ
と
、
目
を
お
寄
せ
に
な
っ
た
場
合
。
…
…

（
地
図
全
体
を
大
観
し
た
時
は
、
ま
る
に
矢
じ
る
し

の
符
号
の
、
広
い
分
布
が
、
や
は
り
は
じ
め
に
、
且

．
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旬
潅
げ
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濠
⑯
洒
淘
府
号
滝
造
言
嘲
頚

の
虫
年
分
憂
ぬ
薫
篭
四
角
符
蓉
港
塔
各
員
由

り
四
角
符
号
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
が
、
黒
ま
る
符

号
と
関
連
し
あ
っ
て
、
近
畿
か
ら
四
国
香
川
県
に
分

布
し
て
い
ま
す
。

以
上
の
、
ま
る
．
に
矢
じ
る
し
の
符
号
の
分
布
と
、

黒
ぬ
り
系
の
諸
符
号
秒
分
布
と
を
見
あ
わ
せ
ま
す
の

に
、
図
上
、
ど
う
も
、
前
者
符
号
の
事
実
が
、
さ
き

に
関
西
地
方
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
て
、
そ
こ
へ
、
あ

と
か
ら
、
後
者
符
号
の
事
実
が
広
ま
っ
た
の
で
は
な

い
か
、
と
思
わ
れ
て
き
ま
す
。
そ
れ
も
、
近
畿
か
ら

西
へ
と
広
ま
っ
た
か
と
見
う
け
る
と
、
ち
ょ
う
ど
よ
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い
あ
り
さ
ま
に
な
っ
て
い
ま
す
。

「
座
敷
」
の
こ
と
を
、
「
オ
モ
テ
」
と

呼
ぶ
な
ら
わ
し
が
、
ま
ず
よ
く
全
域
に

流
布
し
た
よ
う
で
す
。
や
が
て
、
黒
ぬ

り
系
諸
符
号
の
事
実
が
、
文
化
の
中
心

域
に
お
こ
っ
て
、
そ
の
、
新
し
い
言
い

か
た
の
習
慣
が
、
地
方
へ
地
方
へ
と
、

伝
わ
っ
て
い
っ
た
か
と
、
見
う
け
ら
れ

る
の
で
あ
り
ま
す
。

な
る
ほ
ど
、
「
座
敷
」
は
、
「
表
」
（
お

も
て
）
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
今
日
、
あ

ら
た
ま
っ
て
は
、
「
座
敷
」
を
「
オ
モ

テ
ザ
シ
キ
」
と
も
言
っ
て
い
ま
す
ね
。

晴
れ
の
席
を
、
「
オ
モ
テ
」
と
名
づ
け

た
の
は
、
た
し
か
に
適
切
で
、
私
ど
も

の
遠
い
先
輩
・
先
祖
は
、
ご
く
し
ぜ
ん

に
、
早
く
、
こ
の
名
を
つ
か
っ
た
か
と

思
わ
れ
ま
す
。
九
州
に
も
、
「
オ
モ
テ
」

の
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。
近
畿
に
も
あ

り
ま
す
。

古
く
か
ら
の
、
そ
の
一
般
的
な
名
称

の
広
く
お
こ
な
わ
れ
る
中
へ
、
新
名
、

「
オ
ウ
エ
」
（
お
上
）
が
登
場
し
た
こ
と

で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
、
「
上
」
に
わ
ざ

わ
ざ
「
お
」
を
つ
け
る
言
い
か
た
で
す

か
ら
、
そ
う
と
う
に
、
こ
っ
た
も
町
で
す
。
お
そ
ら

く
、
「
子
ど
も
さ
ん
」
の
こ
と
を
「
オ
子
タ
チ
」
な

ど
と
も
言
っ
た
知
恵
が
、
早
く
、
「
オ
上
」
を
創
作

し
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
あ
ら
た
ま
っ

た
「
オ
ウ
ニ
」
と
い
ゲ
新
名
は
、
し
だ
い
に
人
々
に

採
用
さ
れ
、
広
め
ら
れ
た
よ
う
で
す
。

「
オ
ウ
ユ
」
に
つ
れ
そ
う
も
の
が
「
オ
イ
亡
で

す
。
こ
れ
は
、
「
オ
家
」
で
し
ょ
う
か
。
諸
辞
書
に
、

「
お
家
」
の
語
を
見
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
前
田
勇

さ
ん
の
『
近
世
上
方
語
辞
典
』
に
は
、

お
い
え
ペ
い
［
掬
家
］
　
必
ず
「
お
」
を
冠
す
る
。
の
土

間
に
対
し
て
、
座
の
上
。
主
婦
の
居
興
国
炉
賽

の
あ
る
広
間
な
ど
特
定
の
充
を
さ
す
の
で
は
な
　
は

い
。
文
政
四
年
カ
・
浪
花
吉
日
「
甜
鑑
え
上
る
。

座
敷
へ
上
が
る
也
」
売
文
六
年
・
仰
正
院
宜
源
氏

撃
「
又
≡
茂
の
昼
婁
か
と
、
お
家
は
き
目
し
見

れ
ば
表
に
四
五
人
打
つ
れ
て
」
覚
些
冗
年
・
仮
名

縞
銅
鐸
璽
禦
翫
最

を
粗
略
に
い
っ
た
称
。
天
保
四
年
・
花
琴
恋
手
鑑

下
「
内
の
お
家
に
惰
気
を
起
さ
せ
」

と
あ
り
ま
す
。
「
オ
上
」
な
り
「
オ
家
」
な
り
が
、

「
座
敷
1
客
間
」
の
名
と
し
て
も
、
ぞ
し
な
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
と
も
に

似
た
発
想
の
名
ま
え
の
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。

方
言
上
で
は
、
「
オ
ウ
エ
」
が
変
じ
て
「
オ
イ
エ
」

2

に
な
る
こ
と
も
、
あ
り
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
　
　
「
オ
ユ
」
〔
且
e
〕
と
い
う
の
が
、
ま
た
、
転
靴
の
果
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に
な
る
こ
と
も
、
あ
り
は
し
な
か
っ
た
で
し
ょ
う

か
。
私
が
前
掲
の
図
を
作
っ
た
時
は
、
両
者
の
分
布

状
況
を
見
て
、
右
の
解
を
重
ん
じ
ま
し
た
。
た
ま
た

ま
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
前
田
さ
ん
の
ご
本
に
、

い
ゑ

「
お
上
」
と
あ
る
の
は
、
私
に
は
、
興
味
ぶ
か
い
こ

と
に
思
わ
れ
ま
す
。
　
－
　
「
オ
ウ
ユ
」
〔
O
u
j
e
〕
か
ら

「
オ
イ
ご
〔
O
i
j
e
〕
は
、
〔
u
〕
＞
〔
i
〕
の
変
化
で
、

す
ぐ
に
で
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
〔
j
e
〕

に
引
か
れ
も
し
て
。
）
そ
う
で
は
な
く
て
、
も
と
も

と
、
「
オ
上
」
「
オ
家
」
の
二
語
が
、
方
言
上
に
流
れ

伝
わ
っ
た
の
だ
と
し
て
も
、
二
者
は
、
口
こ
と
ば

ー
　
（
発
音
V
I
で
は
、
兄
弟
分
の
よ
う
な
も
の
で

す
。
さ
ほ
ど
気
に
と
め
な
い
で
も
の
を
言
う
人
た
ち

の
間
で
は
、
こ
れ
ら
は
、
ど
ち
ら
が
ど
ち
ら
と
も
、

わ
か
ら
な
く
な
っ
て
し
ま
い
が
ち
だ
っ
た
で
し
ょ

う
。
二
者
の
分
布
は
、
よ
く
つ
れ
あ
っ
て
い
ま
す
。

「
オ
ソ
エ
」
〔
○
旨
〕
は
、
「
オ
イ
ユ
」
か
ら
で
き
た

も
の
で
し
ょ
う
か
。
　
－
　
方
言
に
あ
り
が
ち
の
、

「
イ
」
と
「
ソ
」
と
の
交
替
で
。
香
川
の
島
で
の
様

子
は
、
右
の
変
化
を
思
わ
せ
ま
す
。
「
オ
ウ
エ
」
か

ら
「
オ
ソ
ユ
」
も
、
で
き
て
よ
か
っ
た
こ
と
か
と
思

わ
れ
ま
す
。
・
い
ず
れ
に
し
て
も
、
「
オ
ン
亡
が
、

変
化
の
、
一
つ
の
果
て
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
し

ょ
う
。
分
布
も
、
そ
の
こ
と
を
、
よ
く
も
の
が
た
っ

て
い
ま
す
。

／

「
オ
ユ
」
〔
且
色
　
と
い
う
の
が
、
ま
た
、
・
転
靴
の
果

て
の
形
で
す
ね
。
こ
れ
が
、
岡
山
県
下
、
つ
づ
い
て

広
島
県
東
南
部
と
、
近
畿
か
ら
言
え
ば
西
の
先
に
見

え
、
．
ま
た
、
近
畿
で
も
、
阪
神
か
ら
は
距
っ
た
地
帯

に
見
え
る
の
は
、
も
っ
と
も
な
こ
と
に
思
え
ま
す
。

「
オ
ウ
ニ
」
な
り
「
オ
イ
こ
．
な
り
の
流
布
す
る
う

ち
に
、
先
の
方
で
、
裏
ん
だ
ん
、
し
ぜ
ん
の
変
化

形
、
「
オ
亡
が
生
じ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

も
っ
と
も
、
岡
山
・
広
島
の
両
県
の
方
で
は
、
い

っ
そ
う
、
「
オ
エ
」
が
生
じ
や
す
か
っ
た
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
こ
の
方
は
、
〔
a
i
〕
＞
〔
指
‥
〕
〔
誓
〕
〔
e
‥
〕
、

′

〔
O
i
〕
＞
〔
誓
〕
〔
e
‥
〕
の
さ
か
ん
な
所
で
す
の
で
、
「
オ

エ
」
（
1
〔
。
芭
）
へ
の
音
変
化
も
、
し
ぜ
ん
、
お
こ

り
ゃ
す
か
っ
た
か
と
も
察
せ
ら
れ
ま
す
。
東
の
愛
知

県
下
な
ど
も
、
「
お
け
ぁ
や
ま
弁
」
に
「
お
け
ぁ
ー

せ
こ
と
ば
」
と
い
う
わ
け
で
、
岡
山
県
方
面
の
に
似

た
発
音
を
す
る
所
で
す
が
、
こ
の
方
に
も
、
「
オ
エ

ー
」
「
オ
ー
エ
」
「
オ
ン
イ
ェ
」
「
オ
ソ
エ
」
の
あ
る

こ
と
が
、
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
の
記
事

で
わ
か
り
ま
す
。

以
上
で
、
黒
ぬ
り
系
諸
符
号
の
話
語
の
と
り
あ
つ

か
い
が
お
わ
り
ま
し
た
。
こ
れ
ら
一
体
の
、
山
陰
へ

よ
り
は
山
陽
に
、
ず
っ
と
伸
び
て
い
る
分
布
相
に
、

か
さ
ね
て
ご
注
意
下
さ
い
。
（
阪
神
へ
の
ご
留
意
は

も
と
よ
り
と
し
て
。
）

さ
て
、
右
の
黒
ぬ
り
系
諸
符
号
（
「
オ
ウ
エ
」
煩
）

の
分
布
の
外
が
わ
に
、
太
線
黒
ま
る
の
符
号
や
、
ま

る
に
た
て
ぶ
と
線
の
符
号
、
濃
い
掛
け
じ
る
し
の
符

号
、
濃
い
十
字
の
符
号
が
見
え
ま
す
。
「
デ
イ
」
「
デ

ー
」
、
「
カ
ミ
デ
」
「
カ
ム
デ
ー
、
カ
ム
デ
」
の
分
布

で
す
。
　
－
　
こ
れ
ら
が
、
「
オ
モ
テ
」
の
広
い
分
布

と
、
「
オ
ウ
ニ
」
類
の
集
中
分
布
と
の
問
に
、
は
さ

ま
っ
た
か
っ
こ
う
で
も
あ
り
ま
す
ね
。

「
デ
イ
」
は
、
「
出
居
」
と
書
き
あ
ら
わ
し
う
る
も

の
で
し
ょ
う
。
昭
和
二
十
八
年
五
月
十
五
日
発
行
の

「
新
日
本
分
県
地
図
　
京
都
府
」
（
和
楽
路
星
）
　
の

「
県
下
要
覧
」
の
中
の
、
「
物
産
・
方
言
」
の
、
「
方
　
2
5

言
」
の
条
に
も
、
・

父
を
「
お
出
居
さ
ん
」

と
あ
り
ま
す
。
お
父
さ
ん
は
し
ば
し
ば
客
間
の
方
に

ヽ

　

　

ヽ

出
て
居
る
の
で
、
「
お
出
居
さ
ん
」
で
し
ょ
う
か
。

出
て
居
る
客
間
が
、
ま
た
、
世
に
「
出
居
」
（
デ
イ
）

と
呼
ば
れ
て
い
る
の
も
う
な
ず
か
れ
ま
す
。

ま

（
家
の
奥
の
間
な
ど
が
、
「
デ
イ
」
と
呼
ば
れ
る
は

ず
は
な
か
っ
た
で
し
ょ
う
。
「
出
る
」
と
な
れ
ば
、

ま

や
は
り
、
晴
れ
の
、
お
も
て
の
方
の
間
へ
だ
っ
た
ろ

う
と
思
わ
れ
ま
す
。
そ
こ
へ
出
る
、
お
も
な
人
が
、

主
人
た
る
「
父
」
で
あ
っ
た
こ
と
は
、
言
上
ま
で
も

あ
り
ま
す
ま
い
。
）
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私
は
、
瀬
戸
内
海
の
大
三
島
の
北
端
の
一
集
落
に

う
ま
れ
ま
し
た
が
、
少
時
か
ら
、
「
レ
ー
」
と
い
う

こ
と
ば
を
知
っ
て
い
ま
し
た
。
「
デ
イ
」
（
出
居
）
　
の

こ
と
で
す
。
子
ど
も
は
、
み
だ
り
に
そ
こ
へ
は
い
る

こ
と
は
ゆ
る
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
時
た
ま
は
い
っ
て

あ
ば
れ
て
い
て
は
、
叱
ら
れ
ま
し
た
。
「
レ
ー
」
ほ
、

や
は
り
、
文
字
ど
お
り
の
「
客
間
」
（
父
が
晴
れ
が

ま
し
く
人
と
応
対
す
る
所
、
お
客
呼
び
の
も
て
な
し

場
所
）
で
し
た
。
私
は
、
の
ち
に
、
方
言
を
研
究
す

る
身
と
な
り
ま
し
た
が
、
こ
の
「
デ
ー
」
と
い
う
の

は
、
め
ず
ら
し
い
一
音
譜
で
も
あ
る
の
で
、
何
の
こ

と
か
、
久
し
く
わ
か
ら
な
い
で
い
ま
．
し
た
。
「
こ
と

ば
の
地
図
」
を
作
る
研
究
に
も
は
い
る
よ
う
に
な
っ

て
、
1
さ
き
に
か
か
げ
た
よ
う
な
図
を
こ
し
ら
え

て
も
み
る
よ
う
に
な
っ
て
、
そ
う
だ
っ
た
の
か
と
、

が
て
ん
が
い
っ
た
し
だ
い
で
す
。
「
レ
ー
」
は
「
デ

ー
」
の
靴
り
な
の
で
す
ね
。

「
カ
ミ
デ
」
と
い
う
の
は
、
「
上
の
出
居
」
て
も

っ
と
も
し
ご
く
の
名
称
で
す
。
人
は
、
「
デ
イ
」
の

位
置
・
地
位
を
考
え
て
、
念
入
り
に
「
カ
ミ
出
居
」

と
も
呼
ん
だ
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
よ
く
あ

る
、
名
づ
け
の
て
い
ね
い
さ
で
す
。
「
カ
ム
デ
ー
」

「
カ
ム
デ
」
が
、
「
カ
ミ
出
居
」
の
発
音
の
誹
り
で
あ

る
こ
と
は
、
申
す
ま
で
も
あ
り
ま
す
ま
い
。

さ
て
、
こ
の
コ
ア
イ
し
輝
の
分
布
が
、
図
上
に
見

ら
れ
る
と
お
り
の
あ
り
さ
ま
で
あ
る
の
は
、
私
ど
も

に
、
ど
う
い
う
こ
と
を
考
え
さ
せ
ま
し
ょ
う
か
。

（
ま
ず
、
大
阪
府
下
な
ど
に
も
あ
る
の
を
、
兄
の
が

さ
な
い
よ
う
に
し
て
下
さ
い
。
）
京
都
弁
に
も
、
「
お

出
居
さ
ん
」
と
の
言
い
か
た
な
ど
も
あ
る
の
か
ら
す

る
と
、
「
出
居
」
と
い
う
言
い
か
た
は
、
み
や
こ
地

域
に
も
あ
っ
た
と
さ
れ
ま
す
。
　
－
　
今
、
京
都
に
、

「
座
敷
」
の
こ
と
を
言
う
「
デ
イ
」
が
あ
渇
か
ど
う

ヂ
イ

か
は
別
と
し
ま
し
て
。
「
出
居
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、

「
客
間
」
の
名
と
し
て
も
、
た
ぶ
ん
、
中
央
域
か
ら

地
方
へ
と
、
広
ま
っ
た
ら
し
い
こ
と
が
想
像
さ
れ
ま

す
。
現
在
の
．
「
デ
イ
」
類
の
分
布
が
、
兵
庫
県
北
の

一
部
か
ら
鳥
取
県
因
幡
に
、
つ
い
で
、
岡
山
県
奥
の

作
州
か
ら
、
備
中
・
広
島
県
下
・
島
根
県
石
見
に
と

見
ら
れ
る
の
は
、
か
つ
て
「
デ
イ
」
類
が
、
中
央
か

ら
当
地
方
へ
と
、
伝
播
・
流
布
し
て
き
た
こ
と
を
、

よ
く
思
わ
せ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
山
陰
が

わ
は
、
因
幡
ま
で
の
分
布
で
す
が
、
山
陽
が
わ
は
、

ず
っ
と
西
ま
で
（
石
見
は
安
芸
の
つ
づ
き
で
山
陽

的
）
、
問
題
の
事
象
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
南
北
の
、

こ
の
一
連
の
分
布
相
は
、
中
央
方
面
か
ら
地
方
へ
、

も
の
の
流
布
し
て
き
た
こ
と
、
流
布
し
て
く
る
道
理

（
も
の
の
広
ま
っ
て
く
る
き
か
た
）
を
、
味
わ
い
深

く
、
よ
み
と
ら
せ
る
よ
う
に
思
い
ま
す
。
山
陰
地
方

へ
ほ
、
交
通
路
の
不
活
発
さ
な
ど
の
た
め
、
伝
播

が
、
伸
び
に
く
か
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

山
陽
地
方
へ
は
、
交
通
路
は
よ
り
開
け
て
い
る
し
、

受
け
入
れ
が
ゎ
の
生
活
文
化
の
状
況
も
よ
り
活
発
と

い
う
よ
う
な
こ
と
で
、
中
央
か
ら
の
伝
播
が
、
い
ち

だ
ん
と
き
か
ん
だ
っ
た
こ
と
か
と
察
せ
ら
れ
ま
す
。

「
デ
イ
」
類
の
分
布
の
西
端
方
面
に
、
「
カ
、
、
、
デ
」

な
ど
が
分
布
し
て
い
ま
す
。
も
の
の
流
布
の
末
端
方

面
で
あ
っ
た
だ
け
に
、
こ
の
方
に
は
、
こ
う
い
う
、

新
意
匠
の
語
も
で
き
て
い
る
と
い
う
こ
と
な
の
で
し

ょ
う
か
。
そ
れ
に
し
て
も
、
こ
の
さ
い
、
山
口
県
下

に
は
「
デ
イ
」
煩
が
な
ノ
＼
て
、
石
見
に
は
あ
る
の

は
、
双
方
の
土
地
の
、
方
言
上
の
性
質
差
を
考
え
さ

せ
ま
す
。
し
ぜ
ん
に
は
、
広
島
県
下
の
も
の
を
、
石

見
は
、
比
較
的
よ
く
受
け
入
れ
た
の
で
し
ょ
う
か
。

と
か
く
、
石
見
は
、
広
島
県
安
芸
に
同
じ
が
ち
で

す
。さ

き
の
「
オ
ウ
ニ
」
輝
の
場
合
に
も
、
右
の
「
デ

イ
」
塀
の
場
合
に
も
、
中
央
か
ら
地
方
へ
の
、
　
－

今
は
近
畿
か
ら
山
陽
（
な
ら
び
に
四
国
）
・
山
陰
へ

の
、
こ
と
ば
の
、
し
ぜ
ん
の
広
ま
り
か
た
が
、
じ
つ

に
よ
く
わ
か
る
よ
う
に
思
わ
れ
ま
す
。
自
然
で
あ
っ

て
合
理
的
な
広
ま
り
か
た
が
、
こ
こ
に
あ
る
と
、
言

え
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

右
二
者
と
、
「
オ
モ
テ
」
と
の
、
三
者
の
分
布
の
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相
互
関
係
を
、
図
上
で
飼
釈
し
て
み
ま
す
れ
は
、
当

初
に
は
、
「
オ
モ
テ
」
が
広
く
分
布
し
て
い
た
の
だ

ろ
う
、
と
、
ま
ず
解
さ
れ
ま
す
。
つ
ぎ
に
中
央
か
ら

新
し
て
流
布
し
伝
播
し
た
の
が
、
「
デ
イ
」
類
だ
っ

た
で
し
ょ
う
。
　
－
　
こ
れ
ほ
、
今
、
「
オ
ウ
ユ
」
塀

に
押
さ
れ
、
押
し
や
ら
れ
た
か
っ
こ
う
で
、
中
央
か

ら
言
え
ば
、
「
オ
ウ
エ
」
煩
の
見
ら
れ
る
所
よ
り
も

遠
い
所
に
分
布
し
て
い
ま
す
。
図
に
、
「
デ
イ
」
類

が
、
「
オ
ウ
エ
」
類
よ
り
も
先
に
、
地
方
流
布
を
と

げ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
り
ま
す
。
「
オ
ウ
ユ
」
塀

は
、
要
す
る
に
、
第
三
の
新
興
勢
力
を
な
し
た
も
の

で
し
ょ
う
。

し
た
が
っ
て
、
私
ど
も
は
、
語
と
し
て
も
、
「
客

間
」
を
言
う
も
の
で
は
、
「
オ
モ
テ
」
が
な
か
ん
ず

く
古
く
て
、
つ
ぎ
が
「
デ
イ
」
（
出
居
）
炉
、
つ
ぎ

が
「
オ
ウ
エ
」
炉
、
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

こ
こ
で
、
史
上
の
文
献
に
、
右
の
三
派
の
語
を
た

ず
ね
る
こ
と
が
、
課
題
と
な
り
ま
す
。
『
日
葡
辞
書
』

に
は
、
「
D
e
i
」
が
見
え
、
そ
こ
に
「
ザ
シ
キ
」
と
い

う
語
も
あ
が
っ
て
い
ま
す
。
私
は
、
き
っ
そ
く
、
畏

友
の
森
田
武
さ
ん
の
所
に
か
け
つ
け
、
教
え
を
乞
い

ま
し
た
。
『
日
葡
辞
書
』
の
、
そ
こ
の
説
明
は
、

同
義
語
、
ザ
シ
キ
。

お
客
さ
ん
を
そ
こ
で
も
て
な
す
客
間
、
ま
た
ほ

へ
や
。

と
い
う
の
だ
そ
う
で
す
。
つ
づ
け
て
、
こ
の
辞
書

に
、
他
語
を
た
ず
ね
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
「
オ
ウ

ニ
」
も
「
オ
イ
エ
」
も
な
く
て
、
一
つ
、
「
オ
モ
テ

ノ
マ
」
が
あ
り
ま
し
た
。
こ
れ
は
、

船
の
へ
さ
き
の
客
間
、
ま
た
は
家
の
正
面
の
間
。

と
説
明
さ
れ
て
．
い
る
そ
う
で
す
。
（
船
の
「
オ
モ
テ

ノ
マ
」
と
い
う
こ
と
ば
は
、
今
日
も
聞
く
こ
と
ば
で

す
が
、
『
日
葡
辞
書
』
の
編
者
は
、
当
時
、
よ
く
ま

あ
、
こ
う
い
う
点
も
、
兄
の
が
さ
な
い
で
、
と
ら
え

得
た
も
の
だ
と
、
お
ど
ろ
か
さ
れ
ま
す
。
）
「
家
の
正

面
の
間
」
　
の
こ
と
を
、
「
オ
モ
テ
′
マ
」
と
言
っ
た

と
す
れ
ば
、
「
オ
モ
テ
」
の
語
を
、
「
客
間
、
座
敷
」

を
言
う
の
に
つ
か
う
こ
と
も
、
当
時
す
で
に
あ
っ
た

か
も
と
、
想
像
さ
れ
ま
す
が
、
本
書
に
、
「
客
間
、

座
敷
」
を
言
う
「
オ
モ
テ
」
は
あ
が
っ
て
い
ま
せ
ん
。

森
田
さ
ん
に
は
、
節
用
集
の
方
面
も
し
ら
べ
て
い

た
だ
き
ま
し
た
が
、
「
出
居
」
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
「
座
敷
、
客
間
」
を
言
う
「
出
居
」
は
、
そ
ん

な
に
古
い
こ
と
ば
の
よ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
も
っ

と
も
、
米
谷
巌
さ
ん
の
ご
好
意
で
兄
を
こ
と
の
で
き

た
、
『
嬉
遊
笑
覧
』
巻
一
上
「
居
処
」
の
中
に
は
、

『
源
氏
物
語
』
「
柏
木
」
巻
の
、

お

　

　

、

次
と
ゞ
の
御
い
で
ゐ
の
か
た
に
入
た
ま
へ
り

と
い
う
引
用
が
見
え
ま
す
。
「
い
で
ゐ
」
の
語
そ
の

も
の
は
、
古
く
か
ら
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。
で
す

イ

が
、
「
デ
居
」
と
な
る
と
、
こ
れ
は
ま
た
別
か
と
思

い
ま
す
。

「
客
間
、
座
敷
」
を
言
う
「
デ
イ
」
は
、
さ
ほ
ど
古

い
も
の
で
は
な
く
、
と
言
っ
て
も
、
近
古
の
も
の
で
、

「
オ
ウ
テ
」
類
は
近
世
の
滝
の
、
と
い
う
こ
と
に
な

り
ま
し
ょ
う
か
。
三
沢
の
語
の
新
古
関
係
は
、
お
お

よ
そ
、
「
座
敷
」
名
称
の
、
さ
き
の
分
布
図
で
解
釈

さ
れ
る
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
と
思
わ
れ
ま

す
。

二
．
「
中
国
四
国
西
近
畿
」
の
他
の
図

「
座
敷
」
名
称
の
図
は
、
関
西
で
の
、
こ
と
ば
の
広

ま
り
か
た
を
、
よ
く
、
－
と
ら
え
さ
せ
ま
し
た
。
こ
と

ば
の
移
り
変
わ
り
の
歴
史
を
反
映
し
っ
つ
、
り
く
つ

よ
く
、
こ
と
ば
の
、
地
方
に
流
布
し
て
い
る
あ
り
さ

ま
が
、
右
の
図
で
、
よ
く
と
ら
え
ら
れ
ま
し
た
。
一
こ

の
さ
い
、
重
要
視
さ
れ
る
の
は
、
伝
播
流
布
に
、
す

J

じ
道
に
よ
る
、
勢
力
の
大
小
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と

で
す
。
（
し
た
が
っ
て
、
伝
播
に
遅
封
が
あ
っ
た
と

い
う
こ
と
で
す
）
1
つ
ま
り
、
山
陰
へ
よ
り
は
山

陽
方
面
に
、
も
の
が
よ
り
活
発
に
広
ま
っ
た
と
い
う

こ
と
で
す
。

こ
の
こ
と
は
、
他
の
言
語
地
図
を
見
て
も
、
よ
く

理
解
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
「
い
ち
じ
く
」
名
称

の
図
を
見
ま
し
て
も
、
「
ト
ー
ガ
キ
」
と
い
う
語
が
、
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大
阪
府
・
兵
庫
県
南
に
い
ち
じ
る
し
く
て
、
山
陰
に

は
、
ほ
と
ん
ど
な
く
、
山
陽
（
そ
れ
に
石
混
）
に
、

広
く
見
わ
た
さ
れ
ま
す
。
内
海
の
島
々
に
も
ず
っ
と

こ
れ
が
見
ら
れ
、
四
国
本
土
に
も
、
い
く
ら
か
見
ら

れ
ま
す
。
私
は
、
こ
の
場
合
、
内
海
域
の
分
布
は
、

山
陽
道
す
じ
の
も
の
の
南
下
に
ょ
る
も
の
で
あ
ろ
う

と
見
て
い
ま
す
。
「
ト
ー
ガ
キ
」
は
、
こ
の
よ
う
に
、

近
畿
に
さ
か
ん
で
、
か
つ
、
山
陰
方
面
へ
よ
り
も
山

陽
方
面
に
、
く
っ
き
り
と
し
た
分
布
を
見
せ
て
い
ま

す
。
西
近
畿
・
中
国
・
四
国
の
、
全
般
に
あ
る
も
の

は
、
「
イ
チ
ヂ
（
ジ
）
ク
」
「
イ
チ
ジ
ュ
ク
」
で
す
。

「
ト
ー
ガ
キ
」
は
、
「
イ
チ
ヂ
ク
」
の
の
ち
に
、
新
名

と
し
て
発
生
し
、
そ
の
、
後
生
者
で
あ
る
の
に
ふ
さ

わ
し
く
、
山
陽
が
わ
へ
は
つ
よ
く
分
布
し
た
の
で
は

な
い
で
し
ょ
う
か
。

思
え
ば
、
「
ト
ー
ガ
キ
」
は
「
唐
の
柿
」
で
、
↓
唐
」

と
い
う
漢
語
を
つ
か
っ
た
、
し
一
や
れ
た
名
で
す
。

「
唐
な
す
」
「
唐
き
び
」
な
ど
な
ど
と
、
「
唐
」
の
字

を
つ
か
っ
た
呼
び
名
が
、
つ
ぎ
つ
ぎ
と
思
い
お
こ
さ

れ
ま
す
ね
。
こ
う
い
っ
た
名
称
は
、
あ
い
似
た
こ
ろ

に
、
お
そ
ら
く
、
国
の
中
央
方
面
で
、
多
く
創
作
さ

れ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
（
「
カ
ラ
イ
モ
」
の

名
は
、
西
か
ら
東
に
流
入
し
た
こ
と
が
あ
っ
て
も
、

「
ト
ー
イ
三
の
名
は
、
東
か
ら
西
に
伝
わ
る
こ
と

が
あ
っ
た
の
で
は
な
い
か
と
も
思
い
ま
す
。
）
新
製

作
の
、
時
に
ほ
ハ
イ
カ
ラ
の
、
「
唐
な
に
な
に
」
と

い
う
名
が
、
よ
く
、
地
方
へ
伝
播
し
た
だ
ろ
う
と
思

わ
れ
ま
す
。
そ
の
、
地
方
と
い
う
の
が
、
層
で
は
、

「
早
く
も
山
陽
道
に
」
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
よ
う
で

す
。

む
か
し
・
の
「
唐
ガ
キ
」
に
対
応
す
る
名
、

「
西
洋
イ
チ
ジ
ク
」
な
ど
と
い
う
の
が
、
・
今

日
、
あ
り
ま
す
ね
。

つ
ぎ
に
、
も
う
一
国
、
打
消
こ
と
ば
の
「
～
ザ

ッ
ク
」
「
～
ナ
ソ
．
ダ
」
を
見
ま
す
。
略
図
に
し
て

か
か
げ
ま
す
と
、
西
近
畿
・
中
国
・
四
国
で
は
、
つ

ぎ
の
よ
う
で
す
。
（
第
二
図
）

「
ど
う
ど
う
せ
ザ
ッ
ク
」
の
「
ザ
ッ
ク
」
（
「
ダ
ッ
ク
」

も
）
が
、
中
国
の
西
北
か
ら
西
部
に
か
け
て
見
ら

れ
、
四
国
は
、
南
の
土
佐
に
見
ら
れ
、
九
州
に
も
見

ら
れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
、
遠
辺
・
遠
方
の
「
ザ
ッ

ク
」
分
布
の
内
が
わ
に
、
「
ナ
ソ
ダ
」
が
ひ
ろ
が
っ
て

い
ま
す
。
′
「
ナ
ソ
ダ
」
は
、
「
ザ
ッ
タ
」
の
の
ち
に
う

ま
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
ま
す
が
、
そ
の
「
ナ
ソ
ダ
」

が
、
近
畿
で
新
興
勢
力
を
な
し
ま
す
と
、
や
が
て
し

だ
い
に
、
西
方
へ
伝
播
し
は
じ
め
ま
し
た
。
そ
の
、

流
布
の
あ
り
さ
ま
が
、
図
上
、
横
線
模
様
の
と
お
り

で
あ
ヶ
ま
す
。
中
国
で
は
、
山
陽
道
が
わ
で
、
よ
り

西
に
、
分
布
の
伸
び
て
い
る
さ
ま
が
明
ら
か
で
あ
り

ま
す
。
四
国
で
も
、
お
よ
そ
北
半
に
、
「
ナ
ソ
ダ
」

が
分
布
し
て
い
ま
す
。
内
海
が
わ
、
そ
れ
に
、
近
畿

に
近
い
阿
波
が
（
「
阿
波
路
」
の
淡
路
島
と
と
も
に
）
、

「
ナ
ソ
ダ
」
を
よ
く
見
せ
て
い
る
の
は
、
近
畿
中
心

の
も
の
の
伝
播
の
結
果
と
し
て
、
も
っ
と
も
な
こ
と

に
思
え
ま
す
。

じ
っ
は
、
四
国
の
、
讃
岐
西
部
か
ら
伊
予
に
も
、

「
ザ
ッ
ク
」
が
あ
り
き
す
。
ま
た
、
中
国
の
、
岡
山

県
（
主
と
し
て
そ
の
西
半
）
・
広
島
県
に
も
、
「
ザ
ッ

ク
」
「
グ
ッ
タ
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
地
域
で

は
、
「
～
ザ
ッ
ク
」
の
言
い
か
た
に
重
な
っ
て
、

「
～
ナ
ソ
ダ
」
の
言
い
か
た
が
存
在
し
ま
す
。

そ
こ
で
、
こ
う
言
え
る
と
思
い
ま
す
。
「
～
ナ
ソ

ダ
」
の
言
い
か
た
は
、
新
し
く
西
に
流
布
し
は
じ

め
、
そ
の
伝
播
は
、
地
理
に
し
た
が
っ
て
、
自
然
的

合
理
的
に
伸
び
、
徐
々
に
、
「
～
ザ
ッ
ク
」
の
言
い

か
た
を
駆
逐
し
て
い
る
、
と
。
こ
の
勢
力
の
、
ま
だ

及
ば
な
い
所
が
、
「
ザ
ッ
ク
」
だ
け
を
示
し
て
い
る

の
で
す
ね
。

四
国
で
は
、
土
佐
だ
け
が
、
き
わ
だ
っ
て
、
「
ザ

ッ
ク
」
を
示
し
て
い
ま
す
。
－
分
布
は
、
こ
う
あ

っ
て
、
い
か
に
も
と
思
わ
れ
ま
す
ね
。
四
国
山
脈
の

む
こ
う
の
南
国
土
佐
は
、
古
態
の
「
ザ
ッ
タ
」
を
守

っ
て
、
そ
の
地
の
歴
史
的
地
位
を
明
ら
か
に
し
て
い

ま
す
。
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第二図　「～ナンダ」の分布（横線じるし）

「
な
に
な
に
ダ
。
」
「
ジ
ャ
」
「
ヤ
」

と
い
う
、
言
い
き
り
こ
と
ば
が
あ

り
ま
す
ね
。
こ
の
う
ち
、
「
ジ
ャ
」

と
「
ヤ
」
と
で
は
、
「
ヤ
」
の
方

が
後
輩
だ
と
思
わ
れ
ま
す
。
「
ジ

ャ
」
か
ら
「
ヤ
」
が
で
き
た
と
し

ま
す
か
。
新
興
勢
力
の
「
ヤ
」

は
、
ま
た
、
近
畿
中
央
部
域
に
早

く
で
き
、
で
き
た
も
の
が
、
　
－

ま
た
、
で
き
る
こ
と
が
、
し
だ
い

に
四
方
へ
広
ま
っ
て
い
っ
た
よ
う

で
す
。と

こ
ろ
で
こ
れ
は
、
西
は
兵
庫

県
下
ど
ま
り
で
、
岡
山
県
下
に

は
、
広
ま
っ
て
い
ま
せ
ん
。
（
四

国
の
香
川
県
な
ど
に
は
、
か
な
り

ょ
く
「
ヤ
」
が
見
ら
れ
ま
す
が
、

今
は
中
国
が
わ
の
こ
と
を
申
し
ま

す
。
）
な
ぜ
、
岡
山
県
下
に
は
、

「
ヤ
」
が
で
き
て
い
な
い
の
で
し

ょ
う
か
。
（
ま
た
、
受
け
入
れ
ら

れ
て
い
な
い
の
で
し
ょ
う
か
。
）

「
ヤ
」
は
「
ジ
ャ
」
よ
り
も
、
発

音
の
、
よ
わ
く
軽
い
も
の
で
す
。

岡
山
弁
に
は
、
抑
揚
の
、

○
オ
ト
ナ
リ
ー
　
ヤ
ッ
．
列
ソ
珂
可
日
。

お
と
な
り
へ
や
っ
た
の
よ
。
（
そ
の
猫
の

子
を
。
）

な
ど
、
「
ジ
ャ
」
を
、
声
高
に
伸
ば
し
て
言
う
習
慣

が
あ
り
ま
す
。
こ
う
い
う
中
へ
は
、
「
刊
可
タ
ソ
ヤ
。
」

と
い
っ
た
調
子
の
、
や
わ
ら
か
く
軽
い
「
ヤ
」
は
、

根
づ
き
に
く
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

抑
揚
の
調
子
に
、
い
さ
さ
か
別
趣
の
認
め
ら
れ
る

近
畿
南
辺
に
、
ま
た
、
近
故
内
の
こ
と
で
は
あ
り
ま

す
が
、
「
ジ
ャ
」
が
ま
く
お
こ
な
わ
れ
て
い
ま
す
。

三
　
国
立
国
語
研
究
所
『
日
本
言
語
地
図
』

近
畿
の
南
辺
と
、
四
国
の
南
国
土
佐
と
、
こ
れ
ら

は
と
も
に
、
近
畿
の
み
や
こ
方
面
か
ら
の
、
先
述
の

よ
う
な
、
事
象
の
新
伝
播
に
は
、
と
り
残
さ
れ
が
ち

だ
っ
た
よ
う
で
あ
り
ま
す
。

国
語
研
究
所
の
言
語
地
図
、
1
4
9
の
「
か
た
ぐ
る
ま

（
肩
車
）
」
．
の
図
を
見
ま
す
と
、
ほ
か
な
ら
ぬ
、
四
国

南
半
と
近
畿
南
部
と
に
、
共
通
し
て
、
「
ク
ビ
ウ
マ
」

の
分
布
が
見
ら
れ
ま
す
。
類
例
は
、
他
図
に
も
見
ら

れ
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
彼
我
の
一
致
は
、
中
央
か
ら

の
も
の
（
ま
た
、
も
の
を
お
こ
す
可
能
性
）
を
受
容

す
る
、
・
遠
隔
地
位
者
双
方
の
、
境
遇
の
煩
似
を
、
よ

く
示
す
も
の
で
あ
り
ま
し
ょ
う
。
（
5
0
・
3
・
1
9
）

（
ふ
じ
わ
ら
よ
い
ち
・
国
語
学
）
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