
北
海
道
に
お
け
る
標
準
語
意
識

は
　
じ
　
め
　
に

わ
れ
わ
れ
地
方
人
は
'
地
方
語
の
生
活
・
方
I
r
U
の
生
活
を
し
て
い
る
.
北
海

道
と
て
'
そ
の
例
外
で
は
な
い
o
と
こ
ろ
が
'
北
海
道
で
は
'
「
方
言
」
の
生

沼
を
し
て
い
る
と
い
う
意
識
が
'
き
わ
め
て
沖
い
.
ふ
だ
ん
日
常
の
生
活
の
な

か
で
は
'
自
分
た
ち
.
の
こ
と
ば
が
方
ユ
:
.
U
で
あ
る
か
桝
準
l
l
"
3
で
あ
る
か
と
い
う
よ

う
な
-
r
k
誠
を
、
ほ
と
ん
ど
も
つ
こ
と
も
な
い
。
む
し
ろ
'
既
準
語
を
隼
っ
の
が

当
然
で
あ
り
'
応
日
、
概
準
語
の
生
活
を
し
て
い
る
と
さ
え
考
え
ら
れ
て
い
る
。

そ
し
て
'
「
研
準
語
」
と
い
え
ば
、
他
地
方
で
は
た
ぶ
ん
「
火
京
」
の
こ
と
ば

で
あ
ろ
う
が
'
北
海
道
で
は
「
札
幌
」
の
こ
と
ば
で
あ
る
。

い
っ
た
い
'
北
梅
迫
に
お
け
る
「
標
準
語
意
識
」
は
'
ど
の
よ
う
な
も
の
な

の
で
あ
ろ
う
か
.
そ
の
意
識
の
実
態
を
さ
ぐ
る
こ
と
に
よ
っ
て
'
国
語
教
育
・

排
叩
訊
教
育
の
間
脳
を
考
え
て
み
る
こ
と
に
し
た
い
.

「
場
面
と
こ
と
ば
の
使
い
分
け

-
　
ま
ず
へ
　
い
-
つ
か
の
場
所
を
思
・
:
j
し
て
'
そ
れ
ぞ
れ
の
場
面
に
お
け
る

こ
と
ば
づ
か
い
が
'
ど
の
程
は
方
　
鵬
で
あ
る
か
あ
る
い
は
概
準
語
的
で
あ
る

か
の
ォ
識
を
確
か
め
て
み
る
。
設
-
4
し
た
場
揃
は
'
次
の
九
場
所
で
あ
る
。

一
末
化
の
<
　
∨
内
は
各
場
所
の
略
称
)

野

　

　

米

　

一

①
ふ
だ
ん
家
の
な
か
で
家
族
と
話
す
と
き
∧
家
V

e
陥
り
近
所
の
域
E
j
知
り
の
人
と
話
す
と
き
∧
隣
V

6
同
じ
町
の
な
か
で
あ
ま
り
よ
-
知
ら
な
い
人
と
話
す
と
き
∧
町
民
∨

⑦
旅
の
人
、
よ
そ
の
土
地
の
人
に
話
し
か
け
ら
れ
て
話
す
と
き
∧
旅
人
V

{
-
蝣
:
1
L
-
山
蝣
-
P
t
-
^
-
k
^
-
>
化
と
話
す
と
き
<
�
"
-
J
S
^

G
.
テ
レ
ビ
ス
タ
ジ
オ
で
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
と
託
す
こ
と
に
な
っ
た
と
し
た
ら

<
テ
レ
ビ
V

の
東
京
で
道
を
き
-
と
し
た
ら
∧
東
京
∨

@
町
内
で
辺
を
き
-
と
き
∧
町
内
∨

命
こ
の
付
近
の
人
'
三
十
人
ぐ
ら
い
の
集
ま
り
の
席
で
意
見
を
い
う
と
き

へ
集
会
∨

ま
た
、
こ
と
ば
づ
か
い
に
つ
い
て
の
選
択
肢
は

483

1
方
言
の
み

2
方
1
.
.
=
が
多
い

3
方
言
と
秋
蝉
語
が
半
々

4
班
準
誠
が
多
い

・̂
%t.T--¥のf:.

の
五
つ
で
あ
り
、
こ
れ
を
カ
ー
ド
で
示
し
て
回
答
を
求
め
た
。
餌
に
「
共
通
語
」

と
す
る
と
、
北
海
道
の
場
合
'
「
仝
国
共
　
」
と
は
異
な
る
「
地
域
共
通
語
」



が
介
ま
れ
る
こ
と
が
あ
る
の
で
、
「
標
準
語
」
と
い
う
語
を
川
い
て
'
㌍
間
の

K
間
を
明
確
に
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
.

蝣
Z
I
U
Z
f
i
即
[
t
S
E
t
.

2
　
北
海
道
南
西
刑
の
松
前
邦
松
前
町
二
九
七
九
)
　
で
の
調
査
で
は
'

去1場面と班い分け(松前UIJ 1979)

で
あ
っ
た
。
「
方
言
」
の
多
い
場
所
か
ら
「
標
準
語
」
の
多
い
場
面
へ
と
朋
に
な

ら
べ
る
と
す
れ
ば
'
表
に
示
し
た
と
お
り
'
お
お
よ
そ
次
の
よ
う
に
な
る
。

G
f
-
<
%
隅
八
印
町
-
r
<
(
?
袋
へ
I
.
・
∵
川
-
%
町
a
<
%
^
'
^
i
<

④
旅
人
∧
⑥
テ
レ
ビ
∧
の
東
京

「
標
準
語
」
の
率
は
'
漁
村
の
弁
天
よ
り
も
商
店
街
の
唐
押
の
ほ
う
が
高
-

な
っ
て
い
る
が
、
こ
の
順
序
そ
の
も
の
は
'
弁
天
・
厨
津
と
も
に
7
致
し
て
い

る
。
そ
う
し
て
'
両
地
点
と
も
'
は
じ
め
の
四
場
面
(
①
家
'
6
・
隣
、
⑧
町
内
'

e
L
災
会
)
　
と
あ
と
の
五
場
両
　
(
㊥
町
民
'
@
校
長
'
④
旅
人
'
㊥
テ
レ
ビ
へ

の
東
京
)
と
の
差
が
大
き
い
。
い
っ
て
み
れ
ば
、
前
四
者
が
《
ウ
チ
》
の
場
面
'

後
五
者
が
《
ソ
ト
》
の
場
面
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
う
し
て
'
場
面
に
応
じ
て

「
方
言
」
か
ら
「
標
準
語
」
へ
の
こ
と
ば
の
切
り
か
え
が
な
さ
れ
て
い
る
.

家
で
家
族
と
話
す
(
㊥
)
が
い
ち
ば
ん
-
だ
け
た
場
面
で
'
方
言
と
控
難
語

が
「
半
々
」
か
「
方
言
が
多
い
」
で
あ
る
。
隣
り
近
所
の
顔
見
知
り
の
人
と
話

す
(
㊥
)
も
こ
れ
に
近
い
。
窓
外
だ
っ
た
の
は
町
内
で
辺
を
き
-
と
き
(
㊨
)

と
'
災
会
で
の
意
見
発
表
(
⑨
)
と
で
、
方
言
と
標
準
語
が
「
半
々
」
で
あ
り
、

①
餐
㊥
隣
に
近
い
.
こ
れ
に
対
し
て
㊥
町
民
以
下
の
場
面
で
は
'
「
標
準
語
」

が
多
く
な
る
。
⑥
テ
レ
ビ
よ
り
む
し
ろ
㊦
東
京
の
ほ
う
が
「
標
準
語
の
み
」
が

多
い
の
も
窓
外
で
あ
っ
た
。
い
ず
れ
の
場
所
で
も
「
方
言
の
み
」
と
す
る
回
答

(
r
i
~
)

は
き
わ
め
て
少
な
い
。
明
治
生
ま
れ
に
や
や
「
方
言
」
が
多
-
、
小
中
学
生
に

や
や
「
標
準
語
」
が
多
い
が
へ
年
層
差
は
さ
ほ
ど
顕
著
で
は
な
い
。
弁
天
と
船

津
と
で
は
'
㍍
枠
の
ほ
う
が
「
枕
準
語
」
を
多
-
使
う
。
独
村
と
商
店
相
と
い

う
地
点
の
特
性
差
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

5

F

E

J

埋

t

x

^

n

閤

3

L

凸

r
L
)
　
同
じ
-
北
海
道
南
部
の
東
端
摘
茅
部
町
二
九
七
八
一
で
の
調
査
で
は
、

481-



豪2　場面と仕い分け

(南茅部町1978)

で
あ
っ
た
。
場
両
が
五
つ
'
使
い
分
け
も
「
方
言
」
　
「
方
言
と
標
準
語
が
ま
ざ

る
」
　
「
概
畔
語
」
の
三
つ
で
打
間
し
た
の
で
あ
る
が
、
松
前
町
の
場
合
と
同
じ

-
、
方
言
の
多
い
脳
に

①
家
∧
の
l
隣
<
㊥
班
会
《
⑧
町
民
<
④
旅
人

と
な
っ
た
.
前
三
者
と
後
二
者
と
の
問
の
差
が
大
き
い
。
た
だ
'
松
前
町
に
く

ら
べ
て
'
全
休
に
「
ま
ざ
る
」
が
多
-
'
ま
た
①
家
'
6
隅
、
@
張
会
の
「
方

言
」
、
㊥
町
民
'
④
旅
人
の
「
標
準
語
」
が
多
-
な
っ
て
い
る
の
は
、
松
前
町

の
「
非
々
」
　
「
方
言
が
多
い
」
　
「
研
畔
語
が
多
い
」
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
放
回
答

さ
れ
た
た
め
で
あ
る
。

4
　
方
言
上
は
道
南
地
方
と
同
じ
-
北
海

ま
し
け

ろ
の
'
日
本
海
L
l
北
小
け
り
の
増
毛
邦
増
毛

言
」
に
屈
す
る
と
こ

)
　
で
の
調
査
で
は
'

表3　場Tnと使い分け　　(増毛町1977)



で
あ
っ
た
。
全
仏
に
'
松
前
町
よ
り
も
「
方
1
日
が
多
い
」
が
や
や
少
な
-
、

「
按
畔
.
泊
が
多
い
」
　
「
標
準
語
の
み
」
が
や
や
多
-
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
増

毛
叫
の
八
m
r
i
化
が
松
前
;
?
上
:
-
P
=
<
-
ル
で
い
ろ
こ
」
と
¥
'
;
>
'
小
.
i
 
r
~
y
=
r
に
-
¥
j
じ

て
の
方
・
1
日
か
ら
標
準
語
へ
の
切
り
か
え
は
、
松
前
町
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
様
で
あ

る
。
た
だ
'
独
村
の
大
別
苅
と
放
射
の
信
砂
と
で
t
 
e
・
災
会
よ
り
も
㊥
町
内
に

「
概
準
語
」
が
多
-
な
っ
て
い
る
の
は
、
松
前
町
に
-
ら
べ
て
町
中
心
部
ま
で

の
純
離
か
い
-
ぶ
ん
離
れ
て
お
り
へ
そ
れ
だ
け
改
ま
り
意
識
を
と
も
な
っ
て
'

打
　
a
へ
の
切
り
か
え
が
S
J
H
*
"
J
~
'
?
O
I
'
-
M
S
'
?
蝣
:
"
蝣
'
'
巾
　
の
・
T
=
中
は
い
=
;

町
と
ま
っ
た
-
7
穀
し
て
い
る
。

5
　
内
陸
部
の
員
村
で
も
同
様
の
調
査
を
お
こ
な
っ
た
。
南
茅
部
町
と
同
じ

く
、
以
両
が
少
な
-
'
使
い
分
け
も
「
方
言
」
　
「
方
〕
・
日
と
撚
準
語
か
ま
ざ
る
」

と
上
.
J
k

「
捺
畔
　
」
の
三
段
階
で
賀
間
し
た
。
近
火
の
於
村
へ
十
肺
の
中
川
邦
仙
一
山
頃
町

に

*

蝣

.

・

;

ォ

ー

(

-

:

蝣

"

蝣

>

二
&
(
1
九
七
九
)
　
で
は
、

で
は
7
九
七
7
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
資
料
(
三
1
〇
名
分
一
も
あ
る
。
%
脈

は
7
九
七
九
牛
の
も
の
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
'
④
旅
人
の
場
面
の
み
'
標
準

'
:
C
-
'
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
い
:
.
.
、
り
・
*
-
-
*
"
'
"
*
*
"
.
"
*
*
"
l
t

前
の
ほ
う
が
外
来
者
に
対
し
て
よ
り
意
識
的
に
標
準
語
へ
の
切
り
か
え
を
お
こ

な
お
う
と
し
た
か
ら
で
あ
ろ
う
。a

y
-
a
w
i
ほ
ロ
B
E
M
那
F
<
E

る
　
道
火
の
農
村
、
空
知
部
栗
沢
町
.
g
披
H
九
七
七
)
　
で
は
'

豪4　場面と快い分け

(豊頃町1979)

11こ　　-ln,iTTiと化い'蝣>:ト

(栗沢町1977)

で
あ
り
'
松
前
町
'
柄
茅
部
町
'

増
毛
町
と
同
様
の
紙
只
が
得
ら
れ
た
'
柄
茅

部
町
よ
り
も
「
概
準
語
」
が
や
や
多
く
　
「
方
ユ
r
a
j
が
や
や
少
な
い
。
豊
頃
町

で
あ
っ
た
3
全
休
と
し
て
は
、
こ
れ
ま
で
と
り
あ
げ
た
全
地
点
と
同
株
の
傾
向

を
小
す
。
が
、
こ
れ
ま
で
の
ど
の
地
点
よ
り
も
、
仝
場
面
を
通
じ
て
'
「
標
準

語
の
み
」
　
「
按
準
語
が
多
い
」
の
比
率
が
き
わ
め
て
高
い
。
①
家
や
㊥
隣
で
も

「
概
畔
語
の
み
」
が
8
$
3
上
あ
り
'
「
排
畔
語
が
多
い
」
も
5
0
%
近
い
O
す

な
わ
ち
'
融
択
町
で
は
'
ふ
だ
ん
の
い
ち
ば
ん
-
だ
け
た
場
面
で
あ
っ
て
も
'

半
敷
以
上
の
人
々
が
「
撚
準
語
」
で
話
し
て
い
る
と
い
う
意
識
を
も
っ
て
い
る

わ
け
で
あ
る
3
し
た
が
っ
て
'
㊥
災
会
の
坊
が
㊥
町
民
以
下
の
《
ソ
ト
》
の
場

面
と
非
常
に
近
い
も
の
に
な
り
'
④
旅
人
と
㊥
校
1
i
E
の
場
両
差
も
ほ
と
ん
ど
な



く
て
順
位
が
逆
転
し
て
い
る
。
そ
う
で
は
あ
る
が
'
な
お
か
つ
'
場
面
に
よ
る

こ
と
ば
の
使
い
分
け
の
意
識
は
も
た
れ
て
い
る
の
で
あ
り
'
「
方
言
」
か
ら
「
概

準
語
」
へ
の
　
(
I
と
い
う
よ
り
'
男
沢
町
の
場
合
は
「
方
言
と
械
準
語
か
ま
ざ

る
」
か
ら
「
標
準
語
の
み
」
　
へ
の
)
'
切
り
か
え
が
な
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

7
　
こ
の
よ
う
に
'
「
海
相
方
言
」
と
さ
れ
る
道
南
地
方
や
梅
・
L
l
部
で
は
も

ち
ろ
ん
の
こ
と
'
「
内
陸
方
言
」
と
さ
れ
る
内
陸
部
の
農
村
で
も
'
日
常
の
生

活
語
に
つ
い
て
の
「
方
言
」
意
識
を
も
ち
'
場
面
に
応
じ
て
「
標
準
語
」
へ
と

切
り
か
え
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
が
指
摘
で
き
る
。
た
だ
、
「
梅
梓
方
言
」
城

で
は
日
常
語
が
「
方
言
」
と
さ
れ
る
も
の
の
、
「
内
陸
方
言
」
域
で
は
「
方
言
」

意
識
が
き
わ
め
て
低
く
む
し
ろ
「
標
準
語
」
意
識
が
強
-
は
た
ら
い
て
い
る

の
で
あ
る
。

二
へ
地
も
と
の
こ
と
ば

-
　
そ
れ
で
は
、
北
海
道
内
各
地
の
人
々
は
'
自
分
た
ち
の
「
地
も
と
の
こ

と
ば
」
を
ど
の
よ
う
に
意
識
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
へ
　
「
北
海
道
の

こ
と
ば
」
や
「
標
準
語
」
に
つ
い
て
'
ど
の
よ
う
な
意
識
を
も
っ
て
い
る
の
で

あ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ
い
て
解
明
し
て
み
た
い
。

ま
ず
'
「
地
も
と
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
、
「
梓
準
語
に
近
い
」
　
「
方
言
が

強
い
」
　
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
の
三
つ
の
選
択
肢
に
よ
っ
て
凶
筈
し
て
も

ら
っ
た
c
I

(
注
1
)

2
　
北
海
道
南
西
端
'
松
前
邦
松
前
町
(
1
九
七
九
)
　
で
の
調
査
結
果
は
'

次
表
の
と
お
り
で
あ
る
.

衷6　地もとのことば
(松前町1979)

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
、
大
勢
と
し
て
は
「
方
言
」
と
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、

「
標
準
語
」
と
す
る
回
答
が
全
年
層
に
わ
た
っ
て
お
り
、
地
相
の
弁
天
で
1
9
%
'

商
店
街
の
憎
津
で
も
1
4
%
に
の
ぼ
る
。

北
海
道
方
言
は
道
南
お
よ
び
海
岸
地
方
7
符
に
お
こ
な
わ
れ
る
「
海
相
方
言
」

と
'
そ
の
他
の
内
陸
地
方
の
「
内
陸
方
言
」
と
に
二
分
さ
れ
る
。
海
　
方
」
に

は
東
北
方
言
(
こ
と
に
北
奥
方
言
)
　
に
通
じ
る
特
色
が
多
分
に
み
と
め
ら
れ
る

の
に
対
し
て
'
内
陸
方
言
は
い
ち
じ
る
し
-
全
国
共
通
語
化
が
す
す
ん
で
い
る
Q

松
前
町
は
海
相
方
言
の
州
ハ
型
的
な
1
地
域
で
あ
る
。
北
梅
迫
の
な
か
で
は
、
い

わ
ば
、
こ
と
ば
づ
か
い
の
「
よ
-
な
い
」
地
域
で
あ
る
3
そ
の
松
前
町
で
'
地

も
と
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
6
0
%
余
り
の
人
が
「
方
.
諾
」
だ
と
考
え
て
い
る
が
'

な
お
'
「
群
準
語
」
と
み
る
人
も
相
当
数
い
る
わ
け
で
あ
る
3
独
村
と
　
は
純

と
い
う
地
点
差
は
ほ
と
ん
ど
な
い
が
'
年
層
差
が
わ
ず
か
に
み
と
め
ら
れ
る
。

明
治
・
大
正
生
ま
れ
に
「
擦
準
語
」
と
み
る
人
が
や
や
多
く
昭
和
生
ま
れ
に

487



「
方
言
」
と
み
る
人
が
や
や
多
-
な
っ
て
い
る
。

ヽ

d

"

)

・
O
　
同
じ
く
「
海
岸
方
言
」
の
、
道
南
東
端
'
南
茅
部
町
二
九
七
八
)
　
で

の
調
査
で
も
'
松
前
町
の
以
合
と
ほ
ぼ
同
じ
結
果
が
得
ら
れ
た
。

衷7　地もとのことば

(南茅部町1978)

3
6
%
ま
で
ふ
え
、
「
方
言
」
だ
と
み
る
人
と
は
ば
同
率
で
あ
る
。
内
陸
部
で
は
'

都
市
は
む
ろ
ん
の
こ
と
'
忠
村
で
も
'
地
も
と
の
こ
と
ば
を
「
方
言
」
だ
と
す

る
人
は
比
較
的
少
な
-
'
「
控
準
語
」
と
み
る
人
が
多
い
。
=
:
延
頃
町
で
両
者
が

は
ぽ
同
率
と
な
っ
た
の
は
'
こ
の
地
域
が
福
島
　
相
馬
地
方
か
ら
の
団
体
入
植

地
で
あ
る
た
め
'
方
1
日
と
し
て
の
「
相
馬
弁
」
を
意
識
す
る
こ
と
が
強
い
か
ら

だ
と
思
わ
れ
る
3

5
　
さ
い
ご
に
'

都
市
の
例
と
し
て
'

内
陸
部
の
う
ち
で
も
と
-
に
共
泣
訴
化
の
す
す
ん
で
い
る

(
注
7
)

札
幌
市
K
　
二
九
七
七
)

の
も
の
を
掲
げ
よ
う
。

こ
こ
で
も
へ
地
も
と
の
こ
と
ば
を
「
標
準
語
」
に
近
い
と
す
る
者
が
1
6
%
に

の
ぼ
る
。
松
前
町
に
-
ら
べ
て
「
方
言
」
が
や
や
少
な
-
'
「
ど
ち
ら
と
も
い

え
な
い
」
が
や
や
多
-
な
っ
て
い
る
の
は
'
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
に
よ
る
た
め
で

あ
ろ
う
。

(
汁
"
蝣
・
)

4
　
次
に
'
内
陸
部
の
煩
村
'
十
勝
の
=
:
3
頃
町
二
宮
二
九
七
九
)
　
の
例
を

1
小
一
て
t
r
-
。

表9　地もとのことば

(札幌市K 1977)

表8　地もとのことば

(豊頃町1979)

こ
れ
に
よ
る
と
'
地
も
と
の
こ
と
ば
を
「
概
準
語
」
L
J
考
え
る
人
の
割
合
が

札
幌
市
で
は
'
地
も
と
の
こ
と
ば
が
圧
倒
的
に
「
按
難
語
」
と
考
え
ら
れ
て

<
<
=
・
>
)

い
る
わ
け
で
'
「
方
.
T
.
]
」
は
わ
ず
か
に
6
%
し
か
な
い
.
調
査
人
数
が
少
な
い

の
で
統
計
的
処
a
に
は
な
じ
ま
な
い
が
'
こ
れ
は
い
ち
お
う
全
休
的
傾
向
を
ほ

ば
集
約
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
そ
う
で
あ
る
3
の
ち
に
も
う
1
つ
の
調

査
札
幌
市
S
　
二
九
七
八
一
と
比
較
す
る
が
、
両
者
の
%
伯
は
よ
く
似
て
い
る
。

三
'
北
海
道
の
こ
と
ば

-
・
次
に
'
地
も
と
の
こ
と
ば
で
は
な
く
て
、
「
北
海
道
の
こ
と
ば
」
は
ど

ん
な
こ
と
ば
だ
と
思
う
か
に
つ
い
て
調
査
し
た
。
こ
れ
も
退
削
肢
は
「
標
準
語



に
近
い
」
　
「
方
言
が
強
い
」
　
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
の
三
つ
で
あ
る
3

(
注
-
)

2
　
道
南
の
松
前
町
二
九
七
九
)
　
で
は
、
次
表
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

人1O　北M&<-0ことば
(松前町1979)

出
た
の
は
'
こ
と
ば
に
対
す
る
認
識
の
態
度
の
ち
が
い
に
よ
る
も
の
で
は
あ
る

ま
い
か
。
す
な
わ
ち
'
商
店
街
の
唐
津
で
は
函
館
市
あ
た
り
の
こ
と
ば
づ
か
い

で
あ
っ
て
も
毎
日
の
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
づ
か
い
に
-
ら
べ
て
'
そ
れ
ほ
ど
ず

ば
ぬ
け
て
「
械
準
語
」
だ
と
の
意
識
を
も
た
な
い
。
と
こ
ろ
が
へ
独
村
の
弁
天

で
は
'
函
館
付
あ
た
り
の
こ
と
ば
を
き
け
ば
'
毎
日
の
自
分
た
ち
の
こ
と
ば
づ

か
い
に
-
ら
べ
て
'
「
按
準
語
」
だ
と
の
意
識
を
も
つ
こ
と
が
多
い
の
で
あ
ろ

こ

r

aち
な
み
に
'
ふ
だ
ん
こ
と
ば
づ
か
い
に
気
を
つ
け
て
い
る
か
石
か
に
つ
い
て

質
問
し
て
み
る
と
'

北
海
道
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
'
漁
村
の
弁
天
で
「
概
準
語
」
と
す
る
回
答

が
'
商
店
街
の
厨
津
よ
り
も
多
-
な
っ
て
い
る
。
北
海
道
の
こ
と
ば
と
し
て
具

体
的
に
ど
の
よ
う
な
こ
と
ば
を
思
い
う
か
べ
て
い
る
か
に
よ
っ
て
'
そ
の
判
定

は
大
き
く
変
わ
っ
て
こ
よ
う
。
質
問
で
は
「
北
海
道
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
あ

え
て
限
定
を
加
え
な
か
っ
た
。
松
前
町
の
調
査
で
は
'
南
比
布
あ
た
り
の
こ
と

ば
が
想
定
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

地
も
と
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
両
地
点
と
も
ほ
ば
同
率
で
あ
っ
た
。
(
し
い

て
い
え
ば
'
弁
天
の
は
う
が
「
枠
準
語
」
が
や
や
多
い
。
)
じ
っ
さ
い
の
こ
と
ば

づ
か
い
を
比
較
す
る
と
'
弁
天
の
ほ
う
の
方
言
色
が
強
-
'
㍍
津
で
は
そ
れ
よ

<
y
サ
)

り
も
共
通
語
化
が
す
す
ん
で
い
る
。
そ
う
で
あ
る
の
に
'
こ
の
よ
う
な
結
果
が

衷11ことばづかいにJraをつけて
いるか(松前町1979)

点

で
あ
っ
た
。

「
気
を
つ
け
て
い
る
」

は
弁
天
3
5
%
、
蛸
柁
3
0
%
で
'
商
店
街
よ

り
も
漁
村
の
は
う
が
多
-
な
っ
て
い
る
。
常
識
的
に
堵
え
れ
ば
'
漁
村
よ
り
も

商
店
街
で
「
は
い
」
が
多
-
な
る
は
ず
で
は
な
い
か
3
私
は
こ
れ
を
言
語
感
覚

の
ち
が
い
と
し
て
考
え
て
み
る
.
す
な
わ
ち
、
商
店
紙
の
庸
津
で
は
'
お
舛
さ



ん
相
手
の
毎
日
で
あ
る
だ
け
に
'
こ
と
ば
に
対
し
て
気
を
-
ぼ
る
。
(
松
前
町

は
槻
光
地
で
あ
っ
て
'
観
光
客
も
多
い
。
ニ
J
れ
だ
け
に
'
地
も
と
の
こ
と
ば
を

「
標
準
語
」
に
近
-
な
-
「
方
言
」
が
強
い
と
判
断
す
る
。
北
海
道
の
こ
と
ば

に
つ
い
て
も
同
様
の
判
断
を
し
'
加
え
て
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
の
比
率

が
高
い
.
ふ
だ
ん
の
こ
と
ば
づ
か
い
意
識
と
し
て
は
、
「
気
を
つ
け
て
い
る
」

け
れ
ど
も
十
分
に
気
を
つ
け
て
い
る
と
は
い
え
な
い
気
も
ち
が
あ
っ
て
'
「
は

い
」
が
や
や
少
な
-
'
か
わ
り
に
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
や
や
多
く
な

っ
た
。
そ
れ
に
対
し
て
漁
村
の
弁
天
で
は
'
こ
と
ば
づ
か
い
に
つ
い
て
そ
れ
ほ

ど
切
実
な
も
の
が
な
-
'
い
き
お
い
こ
と
ば
づ
か
い
に
つ
い
て
の
判
断
が
甘
-

な
る
。
そ
の
た
め
か
え
っ
て
「
概
準
語
」
に
近
い
と
す
る
判
定
が
多
く
な
っ
た

の
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
推
定
は
'
他
の
地
域
と
比
較
し
て
み
る
と
'
い
っ

そ
う
納
得
し
や
す
い
よ
う
に
思
う
。

明
治
・
大
正
生
ま
れ
の
人
々
が
北
海
道
の
こ
と
ば
を
「
紙
幣
語
」
視
し
が
ち
な

の
に
対
し
て
'
沿
い
胴
で
は
「
方
言
」
と
み
'
あ
る
い
は
「
ど
ち
ら
と
も
い
え

な
い
」
と
み
る
な
ど
'
現
実
の
客
観
的
認
識
が
捕
ま
っ
て
き
て
い
る
と
増
え
ら

れ
る
。4

　
同
じ
海
L
L
万
古
に
属
す
る
地
域
で
あ
っ
て
も
、
迫
柄
か
ら
離
れ
る
と
'

(
注
-
)

事
情
が
い
-
ぷ
ん
ち
が
っ
て
-
る
。
日
本
海
岸
北
宥
り
の
E
。
毛
町
二
九
七
七
)

の
調
査
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
。

表12北海道のことば　5
(南茅部町1978)

V
那
e
サ
:

同
じ
く
道
南
の
南
茅
部
町
H
九
七
八
)
　
で
の
調
査
結
果
を
示
せ
ば
、

松
前
町
の
場
合
と
比
較
的
よ
-
似
て
い
る
。

し
い
て
い
え
ば
'
松

表13　北海道の　こ　とば
(増毛町1977)

前
町
に
-
ら
べ
て
'
年
層
差
が
み
ら
れ
る
。
「
梓
準
語
」
が
老
年
層
か
ら
若
年

層
へ
と
し
だ
い
に
減
少
し
て
い
-
の
に
対
し
て
'
「
方
言
」
は
わ
ず
か
ず
つ
で

は
あ
る
が
増
加
し
て
い
る
。
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
も
若
い
屑
で
ふ
え
る
。

sea

増
毛
町
で
は
、
漁
村
の
大
別
苅
、

畏
村
の
信
砂
、

尚
店
相
の
日
中
の
三
地
点

を
選
ん
で
全
数
朋
丑
を
お
こ
な
っ
た
。
全
休
と
し
て
み
る
と
'
独
村
の
大
別
苅



に
-
ら
ペ
て
'
茂
村
の
信
砂
・
商
店
街
の
日
中
で
「
概
難
語
」
の
比
率
が
高
-
、

「
方
言
」
の
比
率
が
低
い
。
松
前
町
や
南
茅
部
町
に
-
ら
ペ
て
'
こ
れ
は
'
き

わ
だ
っ
た
特
色
で
あ
る
Q
　
「
ど
ち
ら
と
も
い
え
な
い
」
が
き
ょ
-
た
ん
に
少
な

い
点
も
め
だ
つ
。

「
捺
準
語
」
と
「
方
言
」
と
の
比
率
は
ち
ょ
う
ど
棚
祁
的
に
な
っ
て
い
る
。

「
腔
準
語
」
と
す
る
の
は
、
三
地
点
と
も
'
明
治
生
ま
れ
で
は
(
仙
の
年
屑
に

-
ら
べ
て
)
や
や
低
い
が
'
大
正
・
戦
前
・
戦
後
生
ま
れ
は
高
く
小
中
学
生

で
半
減
す
る
t
と
い
う
、
右
さ
が
り
の
山
型
カ
ー
プ
を
つ
-
る
。
「
方
言
」
の

カ
ー
ブ
は
ち
ょ
う
ど
こ
の
逆
で
'
凹
型
と
な
り
へ
小
中
学
生
で
急
故
に
増
加
す

る
3
六
十
五
歳
ぐ
ら
い
以
下
二
十
歳
前
後
ま
で
の
「
大
人
(
社
会
人
)
]
は
、
北

梅
迫
の
こ
と
ば
を
「
標
準
語
」
と
み
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
小
中
学
生
で
は
逆

転
し
て
「
方
言
」
が
過
半
と
な
る
の
は
、
生
活
範
朗
の
狭
さ
か
ら
「
北
海
道
の

こ
と
ば
」
が
具
体
的
実
感
と
し
て
つ
か
め
な
い
の
と
'
1
方
で
学
校
教
育
の
成

果
や
テ
レ
ビ
言
語
の
藩
皆
が
あ
る
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

:
ォ
s
e
サ
:

で
あ
っ
た
L
t
道
央
の
栗
沢
町
砺
波
　
二
九
七
七
)
　
で
は
、

表15北海道のことば
(栗沢町1977)

:サ.

去14北海道のことば　頃　5
(豊頃町1979)　町

3
閤
o
:

宮
　
二
九
七
九
)
　
で
は
、

傾
個
は
'
内
陸
部
の
虎
村
に
お
い
て
も
み
と
め
ら
れ
る
。
道
東
の

で
あ
っ
た
3
数
値
に
多
少
の
出
入
り
は
あ
る
が
、
全
休
傾
向
が
ほ
ば
似
て
い
る

点
は
注
目
さ
れ
よ
う
。
豊
頃
町
二
宮
は
福
島
;
j
t
相
馬
地
方
か
ら
の
団
体
入
船
地

で
あ
り
'
栗
沢
町
砺
波
は
富
山
県
砺
波
地
方
か
ら
の
団
体
入
析
地
で
あ
る
。
前

者
は
東
日
本
方
.
言
　
(
南
奥
方
言
)
'
後
者
は
西
日
本
方
言
(
北
陸
方
1
.
日
)
　
の
抗

れ
を
-
む
わ
け
で
あ
り
、
移
住
後
八
十
余
年
を
へ
て
三
代
目
・
四
代
目
の
活
脱

す
る
今
日
で
は
あ
る
が
'
そ
れ
ぞ
れ
の
故
地
の
方
言
の
な
ご
り
は
両
地
点
と
も

い
く
ら
か
観
察
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
'
「
北
海
道
の
こ
と
ば
」

に
対
す
る
み
か
た
は
ほ
ば
1
致
し
て
い
る
。
地
も
と
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
'

豊
頃
町
二
宮
に
「
方
言
」
と
す
る
比
率
が
や
や
め
だ
つ
の
に
対
し
て
'
照
沢
町

磯
波
は
「
概
準
語
」
と
す
る
比
率
が
高
い
よ
う
で
あ
る
。
(
粟
沢
町
で
は
「
地

も
と
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
の
意
識
調
査
を
や
っ
て
い
な
い
が
'
家
族
や
隣
人

に
対
す
る
こ
と
ば
の
使
い
分
け
の
意
識
調
査
か
ら
そ
の
こ
と
が
推
定
で
き
る
。
)

し
か
し
な
が
ら
'
両
地
点
と
も
'
「
北
柏
辺
の
こ
と
ば
」
に
つ
い
て
の
悲
誠
の

し
か
た
は
は
ば
1
致
す
る
わ
け
で
'
こ
こ
に
北
街
道
内
陸
部
の
茂
村
に
お
け
る

「
北
海
道
の
こ
と
ば
」
の
認
識
に
つ
い
て
の
典
型
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
団

体
入
植
地
で
な
い
農
村
で
の
調
査
貿
料
は
な
い
が
、
増
毛
町
信
砂
の
例
か
ら
お

491



お
よ
そ
の
推
定
を
立
て
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

(
法
1
)

?
　
と
こ
ろ
が
'
北
海
道
の
中
心
都
市
札
幌
市
S
二
九
七
八
)
の
調
査
結

果
を
み
る
と
、
「
標
準
語
」
が
別
%
'
「
方
言
」
が
3
2
%
で
あ
っ
た
。

表16北海道のことば
(札幌市S 1978)

いど 方 腰 事
項

午

えち
なら 準
いと

も 言 語 屑

19 20 61 完8{ 1
%

8 43 49 4552 .
%

12 40 47 3844 ,
%

13 28 58 欝 4
%

1 1 32 57 完学 5
%

13 32 54 」
% 描

れ
る
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

四
、
標
準
語
意
識

ー
　
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
北
海
道
で
は
地
も
と
の
こ
と
ば
を
、
追
繭

地
方
で
こ
そ
「
方
言
」
と
み
て
い
る
も
の
の
、
内
陣
地
方
や
諸
都
市
で
は
「
群

準
語
」
と
み
る
。
「
北
海
道
の
こ
と
ば
」
と
な
れ
ば
'
「
方
言
」
と
み
る
人
よ
り

も
「
標
準
語
」
と
み
る
人
の
比
率
が
高
い
。

そ
れ
で
は
'
東
京
の
こ
と
ば
と
札
幌
の
こ
と
ば
と
で
は
、
ど
ち
ら
が
「
班
準

語
」
に
近
い
と
考
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
0

(
江
1
)

2
　
ま
ず
、
道
南
地
方
の
例
か
ら
あ
げ
よ
う
0
松
前
町
二
九
七
九
)
　
で
は
'

年
層
の
切
り
と
り
か
た
が
仙
地
点
の
も
の
と
異
な
る
が
t
と
-
に
ど
の
年
脚

に
か
た
よ
り
が
あ
る
と
い
う
ほ
ど
で
は
な
い
。
も
う
1
つ
の
札
幌
調
査
'
札
幌

(
注
7
)

市
K
　
二
九
七
七
)
　
で
も
'

表17北海道のことば
(札幌市K 1977)

h<-

:1ミ18　ft!私　語
(松前町1979)

蝣192

と
な
っ
て
お
り
、
全
休
傾
向
は
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

「
捺
準
語
」
と
み
る
比
率
が
'

道
南
地
方
よ
り
も
高
い
も
の
の
'
増
毛
町
や
内
陸
鐙
村
よ
り
も
低
い
の
は
、
札

幌
市
の
こ
と
ば
が
念
頭
に
あ
っ
て
　
(
表
9
参
照
)
、
そ
れ
と
-
ら
べ
た
場
合
へ

「
北
海
道
の
こ
と
ば
」
と
な
れ
ば
相
対
的
に
多
少
「
方
言
」
が
多
い
と
意
識
さ

で
あ
っ
た
。
弁
天
・
府
津
と
も
、
全
休
幌
向
が
ほ
ぼ
1
致
す
る
.
「
壁
巴
2

%
に
対
し
て
「
札
幌
」
が
5
0
%
で
あ
る
o
札
幌
と
す
る
比
率
が
東
京
と
す
る
の

に
く
ら
べ
て
非
常
に
高
い
。
国
の
中
心
都
市
「
東
京
」
の
こ
と
ば
よ
り
も
、
む

し
ろ
北
海
道
と
い
う
地
方
の
中
心
都
市
「
札
幌
」
の
こ
と
ば
を
t
よ
り
「
梯
準



語
」
的
と
考
え
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
北
海
道
以
外
の
地
方
で
こ
の
種
の
調
査

(
注
1
1
)

を
お
こ
な
っ
た
こ
と
が
な
い
の
で
わ
か
ら
な
い
が
'
東
北
地
方
の
仙
台
市
や
九

州
地
方
の
福
岡
市
で
は
無
論
の
こ
と
'
関
西
地
方
に
お
い
て
も
京
都
市
や
大
阪

市
の
こ
と
ば
は
「
方
言
」
で
し
か
な
い
で
あ
ろ
う
。
北
海
道
の
特
殊
性
が
'
こ

こ
に
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

年
層
別
に
み
る
と
、
弁
天
の
小
中
学
生
へ
唐
津
の
戦
後
生
ま
れ
・
小
中
学
生

で
、
「
札
幌
」
よ
り
も
「
東
京
」
が
多
-
な
っ
て
い
る
。
若
い
人
々
の
問
に
は
'

こ
の
よ
う
な
認
識
が
し
だ
い
に
育
ち
つ
つ
あ
る
よ
う
で
あ
る
C
'
こ
れ
は
へ
札
幌

市
で
の
調
査
結
果
に
通
じ
る
も
の
で
あ
る
。

東
京
と
札
幌
を
「
同
じ
」
と
す
る
回
答
も
少
な
-
な
い
。
東
京
の
こ
と
ば
と

札
幌
の
こ
と
ば
と
を
比
較
し
て
'
「
同
じ
」
と
み
る
立
場
は
む
し
ろ
'
は
っ
き

り
と
「
札
幌
」
と
す
る
立
場
に
通
じ
る
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
'
-
・
「
同
じ
」

を
「
札
幌
」
に
加
え
る
な
ら
ば
、
札
幌
の
比
率
は
さ
ら
に
高
-
な
る
の
で
あ
る
。

El閤Ei,

5
　
同
じ
-
道
南
の
南
茅
部
町
二
九
七
八
)
　
で
は
'

小
中
学
生
で
こ
の
比
率
が
逆
転
し
て
「
東
京
」
が
多
-
な
る
の
も
'
松
前
町
の

場
合
と
似
て
い
る
。

3
閤
o
:

4
　
道
南
地
方
と
同
じ
-
海
相
L
方
言
と
さ
れ
る
道
北
の
L
。
毛
町
二
九
七
七
)

で
は
、表20　標　　準　　語

(増毛町1977)

表19標　準　語
(南茅部町1978)

点

-493-

で
あ
っ
た
。
「
わ
か
ら
な
い
」
が
多
か
っ
た
た
め
、

%
倍
は
松
前
町
よ
り
も
低

い
が
、
「
東
京
」
対
「
札
幌
」
は
ほ
ば
1
対
2
の
比
率
に
な
っ
て
お
り
'
松
前

町
の
場
合
よ
り
も
む
し
ろ
「
札
幌
」
の
比
率
が
高
い
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

で
あ
っ
た
。
%
低
が
松
前
町
の
も
の
に
か
な
り
似
て
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

賂
前
町
よ
り
も
「
壁
巴
の
比
率
が
や
や
高
-
な
っ
て
い
る
も
の
の
'
「
札
幌
」

の
は
う
が
も
っ
と
多
い
。
増
毛
町
で
も
「
札
幌
」
に
軍
配
を
上
げ
て
い
る
の
で

あ
る
。
「
同
じ
」
と
す
る
も
の
を
「
札
幌
」
に
加
え
る
な
ら
ば
、
東
京
と
札
幌

の
差
は
い
っ
そ
う
大
き
-
な
る
。
商
店
街
の
日
中
で
東
京
と
札
幌
と
が
い
ち
ば

ん
接
近
し
て
い
る
3
そ
れ
だ
け
東
京
曇
尚
-
評
価
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。



咋
層
別
に
み
る
と
、
増
毛
町
で
も
小
中
学
生
で
「
東
京
」
の
は
う
が
多
-
な
・

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
道
南
の
松
前
町
や
南
茅
部
町
と
同
じ
傾
向
で
あ
っ
て
'
内

陸
部
の
環
村
や
都
市
に
-
ら
べ
て
'
い
く
ぶ
ん
め
だ
つ
指
揮
方
言
の
特
色
と
な

っ
て
い
る
。

(
止
J
)
)

5
　
次
に
、
内
陸
部
の
畏
村
の
例
を
あ
げ
よ
う
.
道
東
十
勝
の
豊
頃
町
二
宮

二
九
七
九
)
　
で
は
'

一*- Mこ

(豊頃町1979)

で
あ
っ
た
。
「
東
京
」
が
老
年
屑
か
ら
若
年
層
に
な
る
に
つ
れ
て
徐
々
に
L
=
加

す
る
傾
向
が
み
ら
れ
る
が
、
全
体
と
し
て
「
東
京
」
対
「
札
幌
」
の
比
率
は
1

対
2
で
あ
り
、
札
幌
の
優
位
は
動
か
な
い
。
「
同
じ
」
を
札
幌
に
加
え
る
な
ら

ば
耶
%
と
な
り
'
楼
準
語
と
し
て
は
東
京
の
こ
と
ば
よ
り
も
札
幌
の
こ
と
ば
が

考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

(rf*>)

る
　
道
央
空
知
の
栗
沢
町
砺
波
　
二
九
七
七
)
　
で
は
、

で
あ
っ
た
3
　
こ
こ
で
も
「
同
じ
」
の
比
率
が
大
き
い
が
へ
;
:
思
頃
町
よ
り
も
「
火

京
」
が
い
-
ぶ
ん
多
-
な
っ
て
い
る
。
豊
頃
町
が
東
‖
木
方
一
:
:
.
U
t
と
-
に
再
興

を
呂
の
な
ご
り
を
い
-
ぶ
ん
と
ど
め
て
い
る
の
に
対
し
て
'
粟
沢
町
は
西
日
本

方
言
(
北
陸
方
言
)
　
の
系
統
で
あ
る
。
東
北
出
身
者
よ
り
も
西
日
本
山
身
者
の

は
う
が
全
国
共
通
語
化
し
や
す
い
。
そ
の
某
が
え
L
と
し
て
'
全
国
共
迅
語
化

の
す
す
ん
だ
地
点
で
は
「
東
京
」
の
比
率
が
高
-
な
り
へ
お
-
れ
て
い
る
地
点

で
は
低
-
な
っ
て
い
る
。
東
京
の
こ
と
ば
と
札
幌
の
こ
と
ば
と
の
比
較
に
お
い

て
、
標
準
語
と
し
て
「
東
京
」
を
と
る
か
「
札
幌
」
を
と
る
か
と
い
う
こ
と
が
'

そ
の
地
点
の
全
国
共
通
語
化
の
パ
ロ
メ
ー
ク
I
と
も
な
り
う
る
の
で
あ
る
3
し

か
も
'
そ
の
こ
と
が
北
梅
道
内
各
地
の
人
々
に
'
ほ
と
ん
ど
意
識
さ
れ
て
い
な

い
だ
け
に
、
の
ち
に
述
べ
る
よ
う
に
'
や
っ
か
い
な
間
脳
が
生
じ
る
の
で
あ
る
。

(
汀
川
)

7
　
で
は
'
札
幌
市
で
調
査
し
た
ら
ど
う
な
る
か
。
札
幌
市
S
　
二
九
七
八
)

に
よ
れ
ば
'

494
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表23概　準　語
(札幌市S 1978)

で
あ
っ
た
。
年
屑
1
・
2
で
は
「
東
京
」
と
「
札
幌
」
と
の
差
が
ほ
と
ん
ど
な

い
が
'
年
屑
3
で
「
火
京
」
が
多
-
な
り
'
年
層
4
と
5
で
は
比
例
的
に
「
火

京
」
が
多
い
。
全
休
で
み
る
と
「
火
京
」
4
 
7
%
、
「
札
幌
」
3
 
1
%
で
'
仙
地
点

と
異
な
り
'
火
京
が
優
位
と
な
っ
て
い
る
。
札
幌
市
で
は
'
ふ
だ
ん
の
こ
と
ば



づ
か
い
と
「
東
京
」
の
こ
と
ば
T
そ
れ
は
た
ぶ
ん
テ
レ
ビ
の
こ
と
ば
で
あ
り
'

ま
た
山
按
に
東
京
方
山
と
の
交
流
も
あ
る
)
と
を
直
接
比
較
す
る
こ
と
が
で
き

る
た
め
'
札
幌
の
こ
と
ば
の
方
言
性
を
意
識
し
'
火
京
に
軍
配
を
あ
げ
る
こ
と

に
な
っ
た
の
だ
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
、
「
同
じ
」
が
1
5
%
あ
り
'
こ

れ
を
札
幌
に
加
え
る
と
す
れ
ば
'
東
京
と
札
幌
と
が
同
率
に
な
る
の
で
あ
っ
て
'

依
然
と
し
て
北
海
道
と
い
う
土
地
か
ら
の
特
殊
性
が
う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

二

7

)

ま
た
'
札
幌
市
K
　
二
九
七
七
)
　
で
も
'

表24班　準
(札幌iKK

と
な
っ
て
お
り
'
東
京
と
札
幌
と
の
%
伯
は
札
幌
i
E
s
　
二
九
七
八
一
に
相
似

し
て
い
る
3
た
だ
へ
札
幌
i
;
S
で
は
雌
的
者
だ
け
が
調
査
対
象
と
な
っ
て
い
る

た
め
、
小
・
中
∴
ゎ
校
生
あ
た
り
の
デ
ー
タ
が
な
い
。
札
幌
訂
K
に
よ
れ
ば
'

三
代
め
　
(
中
学
生
・
高
校
生
仙
)
　
の
部
分
で
「
衷
京
」
が
急
激
に
ふ
え
、
_
「
札

幌
」
が
そ
れ
だ
け
少
な
-
な
っ
て
お
り
'
興
味
ぶ
か
い
。

五
'
標
準
語
教
育
の
た
め
に

-
　
以
上
に
み
て
き
た
よ
う
に
、
北
梅
迫
で
は
、
北
;
.
e
迫
の
こ
と
ば
に
つ
い

て
の
船
殊
な
「
培
難
語
意
識
」
が
も
た
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。

北
海
道
両
部
に
は
鎌
倉
時
代
ご
ろ
か
ら
和
人
の
移
住
が
あ
っ
た
。
じ
つ
さ
い

に
は
、
・
:
E
町
時
代
末
期
ご
ろ
か
ら
'
松
前
町
あ
た
り
が
栄
え
て
い
た
ー
>
-
)
絹
地

方
は
五
〇
〇
年
の
膳
史
を
村
す
る
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
'
北
海
道
の
大
部

分
の
地
域
に
は
'
明
折
時
代
に
な
っ
て
札
幌
に
開
拓
使
が
臣
か
れ
て
か
ら
の
移

付
で
あ
り
、
た
か
だ
か
1
0
0
印
の
願
火
し
か
な
い
。
そ
う
し
た
移
住
と
購
火

の
ち
が
い
が
'
今
2
-
-
の
北
海
道
方
言
を
'
「
桁
柑
方
言
」
と
「
内
陸
方
言
」
と

に
二
分
す
る
こ
と
に
な
っ
た
3
そ
の
「
海
相
方
言
」
地
域
で
は
地
も
と
の
こ
と

ば
を
「
方
・
1
3
)
と
意
識
す
る
が
'
「
内
陸
方
一
i
-
-
J
地
域
で
は
「
方
言
」
と
は
考

え
ら
れ
て
い
な
い
。

「
北
柏
道
の
こ
と
ば
」
と
い
う
こ
と
に
な
れ
ば
、
全
国
諸
方
言
の
混
清
に
よ

っ
て
北
海
道
な
り
の
〟
共
通
語
〃
　
(
-
そ
れ
は
〝
北
海
道
地
域
共
通
語
ル
で
あ

り
'
ま
た
〝
北
柏
迫
方
言
〃
で
あ
る
)
　
が
作
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
だ
け
に
'

「
R
・
T
=
」
と
意
識
さ
れ
る
こ
と
は
な
く
、
「
概
難
語
に
近
い
」
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
北
梅
迫
の
中
心
都
柑
「
札
幌
」
の
こ
と
ば
は
'
「
東
京
」
の
こ
と
ば
よ

り
む
し
ろ
「
標
準
語
」
的
で
あ
る
と
す
る
発
想
・
認
識
も
、
そ
の
延
長
脱
上
に

あ
る
。
北
海
道
の
人
々
に
は
　
(
道
南
地
方
な
ど
1
部
を
除
い
て
)
ち
_
日
常
生
活

の
な
か
で
'
〝
方
ユ
・
・
=
・
1
ル
は
も
は
や
存
推
せ
ず
'
〝
概
準
語
〃
　
(
に
近
い
こ
と
ば
)

を
使
っ
て
い
る
と
'
決
然
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

全
国
各
地
か
ら
の
移
住
者
た
ち
が
寄
り
集
ま
っ
た
明
治
時
代
に
お
い
て
は
'

こ
と
ば
の
障
害
の
は
な
は
だ
し
い
も
の
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
が
'
今
日
の
北
海

で
は
も
は
や
こ
と
ば
の
う
え
で
の
阿
群
は
な
ん
ら
存
在
し
な
い
。
し
か
し
'

子
つ
し
た
意
識
・
認
識
は
'
む
し
ろ
ま
・
r
J
L
-
氾
然
と
し
た
〝
感
じ
〃
に
す
ぎ

な
い
の
で
あ
っ
て
'
移
t
L
絶
三
代
目
・
四
代
目
と
な
っ
て
、
北
海
道
と
い
う
地

(
c
2
)

域
に
根
ざ
し
た
新
し
い
〟
北
梅
迫
方
言
ル
が
成
立
し
て
き
て
い
る
の
で
あ
る
3

北
山
道
で
は
'
号
っ
し
た
現
実
直
視
の
姿
勢
と
'
言
語
感
覚
を
'
し
っ
か
り
と

鞘
に
つ
け
さ
せ
る
必
姿
が
あ
る
9

495



2
　
北
海
道
で
は
'
多
-
の
人
が
「
北
海
道
の
こ
と
ば
」
を
「
標
準
語
」
と

考
え
'
自
分
た
ち
の
地
も
と
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
も
ま
た
「
培
準
語
」
と
考
え

る
人
が
少
な
-
な
い
O
そ
う
し
て
「
標
準
語
」
と
は
'
「
東
京
」
の
こ
と
ば
よ

り
も
む
し
ろ
「
札
幌
」
9
こ
と
ば
号
で
う
考
え
が
ち
で
あ
る
。

堆
か
に
、
実
情
と
し
て
'
北
海
道
の
こ
と
ば
は
全
国
共
通
語
に
き
わ
め
て
近

い
。
そ
の
た
め
、
家
庭
生
活
で
も
'
学
校
生
活
で
も
、
社
会
生
活
で
も
'
こ
と

ば
づ
か
い
の
う
え
で
、
と
-
に
不
位
を
感
じ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
-
'
自
分

た
ち
の
こ
と
ば
づ
か
い
を
む
し
ろ
「
概
準
語
」
と
考
え
る
こ
と
に
も
な
っ
た
。

小
・
中
学
校
の
教
師
で
さ
え
も
'
私
が
授
業
を
み
せ
て
も
ら
っ
た
さ
い
に
'
「
ご

み
ナ
ゲ
テ
一
捨
て
て
一
来
い
」
　
「
マ
ド
ア
ケ
レ
　
(
窓
を
開
け
ろ
)
」
な
ど
と
言
い

な
が
ら
'
な
お
か
つ
'
教
師
白
身
や
児
丑
・
生
徒
の
ふ
だ
ん
の
こ
と
ば
づ
か
い

を
「
概
準
語
」
だ
と
思
い
こ
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
。
「
概
準
語
」
か
石
か
の

反
省
さ
え
し
な
い
の
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
'
北
海
道
の
こ
と
ば
は
「
概
準
語
」
そ
の
も
の
で
は
な
い
.

北
海
道
で
は
'
ま
ず
、
「
方
言
」
と
「
既
準
語
」
と
の
認
識
へ
　
こ
と
ば
づ
か
い

の
山
究
化
か
ら
'
標
準
語
教
育
を
始
め
な
-
て
は
な
ら
な
い
.
日
常
の
言
語
生

活
の
な
か
で
の
方
言
意
識
が
滞
い
だ
け
に
　
(
嚢
が
え
し
て
い
え
ば
培
準
語
意
識

が
強
い
だ
け
に
)
'
学
校
で
も
'
社
会
で
も
'
か
え
っ
て
標
準
語
教
育
が
な
お

ざ
り
に
さ
れ
て
い
る
。
標
準
語
教
育
の
必
要
性
自
体
が
'
ほ
と
ん
ど
か
え
り
み

ら
れ
て
い
な
い
の
で
あ
る
。
場
面
に
応
じ
て
の
'
方
言
か
ら
全
国
共
通
語
・
梼

隼
語
へ
の
切
り
か
え
に
つ
い
て
も
、
具
体
的
に
'
ど
の
よ
う
な
点
に
適
応
・
不

適
応
が
み
ら
れ
る
か
の
調
査
研
究
は
'
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
'
き
わ
め
て
不
十

分
で
し
か
な
い
.
学
校
現
場
と
捉
況
し
て
'
言
語
生
活
の
充
実
・
発
展
を
期
す

る
た
め
の
'
班
準
語
教
育
に
つ
い
て
の
調
査
研
究
と
実
践
活
動
と
を
'
お
お
い

に
推
進
さ
せ
な
-
て
は
な
ら
な
い
と
、
切
に
思
う
も
の
で
あ
る
。

二
九
八
〇
・
三
・
三
二

注(
-
)
　
I
九
七
九
年
7
月
に
面
接
質
問
調
査
を
実
施
。
全
住
民
を
対
象
と
し
て
'

独
村
の
弁
天
で
7
二
八
名
、
商
店
楯
の
膳
控
で
〓
ハ
二
名
、
計
二
九
〇
名

(
S
i
　
の
調
査
を
完
了
.
調
奄
員
は
学
生
三
名
を
含
む
北
海
道
方
言
研

究
全
会
山
(
小
・
中
・
高
・
大
学
教
員
)
　
7
二
名
。

(
2
)
　
九
州
の
熊
本
市
(
T
九
七
九
)
　
で
の
調
査
例
を
あ
げ
れ
ば
、
「
知
ら
な

い
人
に
道
を
尋
ね
る
と
き
」
に
'
「
熊
本
で
」
は
方
言
3
1
%
'
標
準
語
4
2

%
'
半
々
2
7
%
に
対
し
て
、
「
東
京
で
」
は
方
言
1
%
'
標
準
語
7
7
%
I

半
々
"
山
%
で
あ
っ
た
。
松
前
町
の
散
村
と
商
店
街
と
の
中
間
に
な
っ
て
お

り
'
そ
の
点
は
増
毛
町
　
(
表
3
)
　
と
-
ら
べ
て
も
同
税
で
あ
る
。
九
州
の

大
都
市
に
お
け
る
こ
と
ば
の
使
い
分
け
意
識
が
'
北
海
道
「
海
岸
方
言
」

の
な
か
の
漁
村
と
商
店
荷
の
ほ
ば
中
間
あ
た
り
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
の
は

興
味
ぶ
か
い
。
資
料
は
'
三
石
泰
子
氏
が
1
九
七
九
年
七
月
に
短
大
生
1

七
名
を
調
査
員
と
し
て
'
熊
本
市
古
町
で
七
八
名
(
明
治
3
1
年
生
ま
れ
か

ら
昭
和
4
1
年
生
ま
れ
ま
で
)
　
に
つ
い
て
面
接
質
問
調
査
し
た
も
の
に
よ
る
。

(
ォ
)
　
1
九
七
八
年
九
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
.
南
茅
部
町
内
の
仝
小
l

中
二
=
間
校
の
協
力
を
い
た
だ
き
'
全
住
民
を
対
象
と
し
て
約
三
五
三
〇
名

分
(
約
4
5
%
)
　
の
回
答
を
得
た
。
い
ま
直
接
に
と
り
あ
げ
る
の
は
'
こ
の

う
ち
約
1
三
五
〇
名
分
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。

(
4
)
　
7
九
七
七
年
1
月
に
面
接
質
問
調
査
を
実
施
。
漁
村
大
別
苅
'
幾
村
信
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秒
六
区
'
商
店
街
内
申
町
三
丁
目
の
三
地
点
で
の
全
数
調
査
。
大
別
苅
二

一
七
名
'
信
砂
一
五
九
名
、
日
中
一
二
九
名
'
計
五
〇
五
名
(
S
i
　
の

淵
査
完
了
Q
調
査
員
は
学
生
九
名
を
含
む
北
海
道
方
言
研
究
会
会
員
(
小

・
中
・
高
・
大
学
教
員
)
　
1
六
名
。

(
l
O
)
　
九
七
九
年
八
月
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
。
二
宮
地
区
の
全
住
民

を
対
象
と
し
た
も
の
で
、
別
に
面
接
調
査
を
お
こ
な
っ
た
さ
い
に
回
収
し

た
S
I
l
二
六
名
分
(
8
&
)
　
の
デ
ー
タ
で
あ
る
。

(
蝣
・
=
)
　
I
九
七
七
年
八
月
に
面
接
幻
悶
調
査
を
実
施
。
全
住
民
を
対
象
と
し
て

1
六
1
名
分
(
約
S
S
R
)
の
調
査
完
了
。
調
査
員
は
学
生
五
名
と
小
野
。

(
H
 
I
九
七
七
年
八
月
に
'
鎌
田
朱
実
氏
(
北
海
道
大
学
文
学
部
学
生
)
が

一
代
め
(
明
治
3
2
年
～
大
正
2
年
生
ま
れ
一
八
名
、
二
代
め
天
正
1
5
年
～

昭
和
1
7
年
生
ま
れ
)
八
名
'
三
代
め
(
昭
和
2
9
年
～
3
7
年
生
ま
れ
)
三
〇

賓
計
四
六
名
に
つ
い
て
へ
札
幌
市
白
石
区
で
面
接
質
問
調
査
を
実
施
し

た
も
の
。
こ
れ
を
札
幌
市
K
　
二
九
七
七
)
と
称
す
る
。

(
-
・
一
-
j
.
.
.
.
^
,
・
.
.
_
、
・
.
、
　
　
∴
一
　
　
一
-
L
i
*
1
*
'
-
士
い
ー
∵

に
お
け
る
共
通
語
化
-
』
　
(
北
海
道
方
言
研
究
会
t
 
l
九
八
〇
年
)
　
の
な

か
で
'
-
わ
し
-
報
告
し
た
。

(
3
)
　
九
七
八
年
七
月
に
垂
加
大
学
文
学
部
言
語
学
研
究
室
(
柴
田
武
教
授
)

が
面
接
質
問
調
査
を
実
施
。
札
幌
市
宮
の
森
地
区
で
、
T
戸
建
て
と
マ
ソ

シ
ョ
ソ
の
居
住
者
そ
れ
ぞ
れ
二
五
〇
組
ず
つ
の
夫
婦
を
対
象
と
し
て
、
五

〇
八
名
(
S
S
R
)
　
の
調
査
完
了
。
調
査
員
は
柴
田
教
授
へ
荻
野
細
男
助
手

は
か
大
学
院
生
・
学
部
学
生
あ
わ
せ
て
二
1
名
(
小
野
も
参
加
)
。
こ
れ
を

札
幌
市
S
二
九
七
八
)
と
称
す
る
。
貿
料
は
荻
野
氏
の
厚
意
に
よ
る
。

(
3
)
加
藤
正
信
氏
の
調
査
二
九
八
〇
)
　
に
よ
れ
ば
、
「
東
京
で
話
さ
れ
て

い
る
言
葉
は
'
そ
の
ま
ま
標
準
語
で
あ
る
と
思
い
ま
す
か
。
」
と
い
う
問
い

に
対
し
て
'
次
の
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
た
。

- 4品Rl

(
8
)
　
ち
な
み
に
'

九
州
の
熊
本
市
(
1
九
七
九
一
の
例
を
あ
げ
れ
ば
'

数
字
は
人
数
'

(
　
)
　
内
は
%
。

の
よ
う
で
あ
る
。
同
じ
-
地
方
中
心
都
市
の
こ
と
ば
で
あ
っ
て
も
、
札
幌

打
と
ち
が
っ
て
熊
本
市
で
は
'
「
標
準
語
」
が
少
な
く
「
方
言
」
が
圧
倒

的
に
多
い
。
資
料
は
　
(
注
2
)
　
の
三
石
氏
の
も
の
に
よ
る
。

壁

数
字
は
%
C
.
年
屑
の
う
ち
'

「
若
年
層
」
は
昭
和
5
年
以
後
'
「
者

年
層
」
は
昭
和
4
年
以
前
の
出
生
者
。



ま
た
、
「
北
　
　
の
比
-
v
n
;
-
:
-
-
?
は
'
坪
　
㍗
」
同
じ
.
I
小
-
-
-
*
)
=
'
!
い
ま
す

か
。
」
と
い
う
間
い
で
は
、
次
の
よ
う
で
あ
っ
た
3

こ
れ
に
よ
っ
て
み
る
と
'
東
京
の
こ
と
ば
を
「
標
準
語
」
だ
と
思
う
人

は
ご
-
少
淡
で
あ
り
'
東
北
出
身
の
大
学
生
で
は
「
思
う
」
9
%
に
対
し

て
「
思
わ
な
い
」
が
7
8
%
に
も
な
っ
て
い
る
。
T
方
'
札
幌
の
こ
と
ば
に

っ
い
て
も
「
控
叩
語
」
だ
と
思
う
人
は
わ
ず
か
し
か
な
い
が
'
「
わ
か
ら

な
い
」
が
多
-
'
「
思
わ
な
い
」
は
比
較
的
少
な
い
。
壁
別
の
こ
と
ば
に

く
ら
べ
て
'
札
幌
の
こ
と
ば
は
知
ら
れ
て
い
な
い
わ
け
で
あ
る
。
と
こ
ろ

が
'
東
北
川
舟
の
若
咋
屑
・
老
咋
屑
と
も
に
'
札
幌
の
こ
と
ば
を
「
桝
準

語
」
と
箪
っ
比
率
が
垂
兄
の
こ
と
ば
よ
り
も
多
い
。
高
校
生
や
大
学
生
は

札
脱
の
こ
と
ば
を
知
ら
な
-
て
も
、
東
北
山
身
の
社
会
人
は
札
幌
の
こ
と

ば
に
接
す
る
機
会
が
あ
っ
て
か
'
東
京
の
こ
と
ば
よ
り
も
札
幌
の
こ
と
ば

を
械
準
語
と
み
な
し
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
も
と
よ
り
賀
間
項
目
が
別
に

な
っ
て
い
.
る
の
で
'
直
接
に
比
較
は
で
き
な
い
が
、
北
梅
辺
に
お
け
る
札

幌
こ
と
ば
概
準
語
視
と
同
様
の
幌
向
が
'
少
な
-
と
も
山
北
地
方
に
も
み

ら
れ
る
と
考
え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

(
3
)
木
論
で
は
〝
北
柏
辺
方
言
″
の
実
態
に
つ
い
て
は
ふ
れ
ず
に
t
も
っ
ば

・
=
ソ
m
U
 
O
間
題
一
'
-
)
:
'
州
し
た
)

付
　
　
　
記

小
相
は
'
文
部
省
科
学
研
究
班
特
定
研
究
仙
「
言
語
生
活
を
充
実
・
発
展
さ

せ
る
た
め
の
教
育
に
関
す
る
基
礎
的
研
究
」
の
な
か
の
一
つ
'
「
社
会
関
係
・

坊
両
に
応
じ
た
言
語
行
動
」
　
(
代
表
翼
埼
玉
大
学
教
養
学
部
教
授
柴
田
武
)

の
う
ち
'
筆
者
が
分
担
し
た
北
海
m
松
前
郡
松
前
町
で
の
調
査
・
研
究
の
成
果

を
中
心
に
、
執
筆
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
骨
子
は
'
北
海
f
=
]
方
言
研
究
会
苗

竹
=
卯
1
云
r
松
前
の
こ
と
ば
-
北
梅
迫
松
前
町
に
お
け
る
共
通
語
化
-
」
　
(
北

海
道
方
1
.
=
研
究
会
へ
　
1
九
八
〇
年
)
　
の
節
十
四
章
「
松
前
こ
と
ば
と
標
準
語
意

識
」
と
し
て
発
表
し
た
が
へ
今
回
'
化
の
調
査
資
料
も
あ
わ
せ
て
'
全
面
的
に

背
き
改
め
た
。
調
査
4
1
:
娘
に
さ
ま
ざ
ま
の
ど
配
慮
を
い
た
だ
い
た
柴
田
先
生
'

汽
料
を
如
供
し
て
-
だ
さ
っ
た
加
藤
・
荻
野
・
三
石
・
鎌
田
各
氏
、
調
査
地
点

の
関
係
者
各
位
、
調
査
に
あ
た
っ
た
北
海
道
方
言
研
究
会
会
員
諸
氏
お
よ
び
北

梅
迫
大
学
・
北
海
道
教
L
'
T
大
学
旭
川
分
校
学
生
諸
対
に
'
謝
意
を
表
す
る
次
節

函
K
I
S
S

(
北
桝
道
教
育
大
学
旭
川
分
校
助
教
授
)
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