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年

四
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十
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熊

野

市

域

の

言

語

研

究

︱

｢
ラ
イ
﹂
に
つ
い
て

︱

松

田

麻

希

□

要

旨

三
重
県
熊
野
市
で
文
末
に
用
い
ら
れ
る
勧
誘
の
﹁
ラ
イ
﹂
に
つ
い

て
考
察
し
︑
①
助
動
詞
で
あ
る
こ
と
︑
②
井
戸
川
流
域
に
分
布
の
中

心
が
あ
る
こ
と
︑
③
女
性
語
と
し
て
の
位
相
差
が
小
さ
い
こ
と
︑

④
待
遇
表
現
が
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
︒

□

キ
ー
ワ
ー
ド

勧
誘
の
助
動
詞
ラ
イ

勧
誘
の
助
動
詞
ラ

方
言
の
商
業
利
用

方
言
地
図

第
一
章

問
題
の
在
り
処

第
一
節

熊
野
市
周
辺
の
方
言

熊
野
市
は
三
重
県
の
南
部
に
位
置
し
︑
北
西
部
は
山
々
が
連
な
り
︑
奈

良
県
と
尾
鷲
市
に
隣
接
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
東
南
部
は
熊
野
灘
に
面
し
︑

南
西
部
は
和
歌
山
県
と
奈
良
県
に
隣
接
し
て
い
る
︒
温
暖
多
雨
な
気
候
と

市
の
面
積
の
八
十
七
パ
ー
セ
ン
ト
が
山
林
と
い
う
地
形
か
ら
︑
木
材
生
産

地
と
し
て
知
ら
れ
︑
農
業
で
は
温
暖
な
気
候
に
育
ま
れ
た
み
か
ん
の
栽
培

が
盛
ん
で
あ
り
︑
こ
の
地
域
の
特
産
品
と
な
っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
自
然
の

港
と
漁
場
に
恵
ま
れ
て
漁
業
も
盛
ん
で
あ
る
︒
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紀
伊
半
島
は
か
つ
て
の
交
通
の
中
心
で
あ
っ
た
東
海
道
・
山
陽
道
の
両

本
街
道
か
ら
逸
れ
て
い
た
︒
そ
の
た
め
︑
交
通
も
不
便
で
あ
っ
た
の
で
人

の
往
来
も
少
な
く
︑
こ
と
ば
も
昔
の
ま
ま
変
わ
ら
な
い
も
の
が
あ
る
と
い

う
ふ
う
に
考
え
る
話
者
も
多
い
︒
現
在
は
国
道
自
動
車
道
・
紀
勢
線
も
通

り
︑
交
通
が
便
利
に
な
っ
た
︒
ま
た
︑
平
成
十
六
年
に
世
界
遺
産
に
登
録

さ
れ
た
熊
野
古
道
な
ど
の
観
光
地
へ
の
人
の
往
来
も
増
加
し
て
い
る
︒

先
に
述
べ
た
よ
う
に
南
三
重
地
域
は
海
と
山
に
囲
ま
れ
︑
漁
業
だ
け
で

な
く
林
業
も
盛
ん
で
あ
る
︒
そ
う
い
っ
た
背
景
に
加
え
て
地
理
的
に
和
歌

山
県
に
近
い
こ
と
か
ら
︑
和
歌
山
県
新
宮
市
の
経
済
圏
内
で
あ
り
︑
新
宮

市
中
心
の
文
化
圏
に
属
し
て
い
る
︒
こ
と
ば
も
三
重
県
や
南
牟
婁
郡
と
い

う
区
別
で
は
な
く
︑
県
境
を
越
え
た
南
紀
州
で
あ
る
と
い
う
意
識
が
強
い

よ
う
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
熊
野
の
方
言
に
も
和
歌
山
県
東
部
と
共
通
す

る
点
が
多
い
と
さ
れ
て
い
る
︒
つ
ま
り
︑
熊
野
灘
沿
い
に
南
下
す
る
に
つ

れ
て
北
三
重
方
言
と
の
共
通
点
も
薄
れ
て
い
き
︑
反
対
に
紀
州
と
し
て
同

じ
よ
う
に
区
分
さ
れ
る
和
歌
山
県
と
共
通
点
が
多
く
な
る
と
言
え
る
︒

熊
野
方
言
の
概
観
に
つ
い
て
は
︑
丹
羽
一
彌
氏
﹃
三
重
の
こ
と
ば
︵
１
︶

﹄

︵
﹁
日
本
の
こ
と
ば
﹂
シ
リ
ー
ズ
︶
を
参
考
に
し
て
述
べ
て
い
く
︒

三
重
県
は
近
畿
地
方
の
東
部
に
位
置
し
︑
東
近
畿
方
言
と
南
近
畿
方
言

の
領
域
に
ま
た
が
っ
て
い
る
︒
大
き
く
は
近
畿
方
言
に
属
す
る
も
の
で
あ

る
︒
熊
野
市
を
含
む
県
南
部
は
南
近
畿
方
言
と
い
う
近
畿
周
辺
部
の
方
言

と
い
う
こ
と
に
な
る
︒
そ
の
熊
野
市
は
南
北
に
長
い
三
重
県
の
中
で
南
三

重
方
言
に
区
分
さ
れ
︑
そ
の
中
で
も
南
牟
婁
方
言
に
細
か
く
分
か
れ
る
︒

語
法
で
は
助
動
詞
に
よ
る
敬
語
表
現
が
ほ
と
ん
ど
な
く
︑
文
末
の
助
詞

な
ど
の
丁
寧
表
現
だ
け
で
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
文
末
助
詞
に

は
相
手
が
目
上
・
同
等
・
目
下
で
あ
る
と
き
︑
そ
の
敬
意
の
程
度
に
合
わ

せ
て
勧
誘
・
念
押
し
・
疑
問
の
形
が
変
化
す
る
︒
熊
野
を
含
め
た
南
三
重

の
地
域
で
は
文
末
の
助
詞
に
よ
っ
て
聞
き
手
に
対
す
る
丁
寧
さ
を
表
す
こ

と
が
あ
り
︑
目
上
・
同
等
・
目
下
の
待
遇
に
応
じ
た
終
助
詞
が
あ
る
︒

熊
野
市
の
方
言
は
︑
南
牟
婁
方
言
の
海
岸
部
は
他
の
南
三
重
方
言
と
共

通
点
が
多
い
が
︑
奈
良
県
に
近
接
し
て
い
る
山
間
部
は
ア
ク
セ
ン
ト
が
異

な
る
な
ど
の
特
色
が
あ
る
︒
こ
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
京
都
式
か
ら
独
自
に
変

化
し
て
で
き
た
と
言
わ
れ
て
い
る
︒

第
二
節

勧
誘
表
現
﹁
ラ
イ
﹂
に
つ
い
て

｢
ラ
イ
﹂
は
﹁
⁝
⁝
し
よ
う
﹂
と
相
手
を
誘
う
意
味
の
勧
誘
表
現
で
あ

る
︒
こ
れ
は
相
手
を
勧
誘
す
る
こ
と
に
大
き
な
意
味
を
持
ち
︑
自
分
も
一

緒
に
同
じ
こ
と
を
す
る
と
い
う
前
提
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

こ
の
﹁
ラ
イ
﹂
は
丹
羽
一
彌
氏
︵
２
︶

や
楳
垣
実
氏
︵
３
︶

な
ど
の
論
考
で
述
べ
て
い

る
よ
う
に
熊
野
市
だ
け
で
な
く
三
重
県
で
は
尾
鷲
や
南
牟
婁
郡
︑
和
歌
山

県
の
南
部
や
飛
地
の
北
山
村
に
広
が
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
︒
こ
の
こ

と
か
ら
﹁
ラ
イ
﹂
は
紀
州
に
広
が
る
方
言
の
一
つ
だ
と
考
え
て
も
い
い
だ

ろ
う
︒
前
川
俊
一
氏
の
﹁
熊
野
市
木
本
方
言
ノ
ー
ト
︵
４
︶

﹂
で
は
﹁
︱
ラ
﹂
を
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次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

動
詞
の
未
然
形
に
つ
づ
い
て
﹁
･
･
･
し
よ
う
﹂
と
相
手
を
さ
そ
い
︑

う
な
が
す
意
を
あ
ら
わ
す
︒

｢
ハ
ヨ
イ
コ
ラ
﹂
︵
ぐ
ず
ぐ
ず
し
な
い
で
早
く
行
こ
う
︶

但
し
こ
れ
は
相
当
ぞ
ん
ざ
い
な
言
葉
遣
い
で
︑
極
親
し
い
間
柄
で

な
け
れ
ば
用
い
ず
︑
ま
た
女
性
の
間
で
は
普
通
用
い
な
い
︒
そ
れ
よ

り
も
も
っ
と
普
通
に
用
い
ら
れ
る
の
は
﹁
･
･
･
レ
﹂
で
あ
る
︒

｢
ハ
ヨ
イ
コ
レ
﹂

こ
れ
よ
り
も
っ
と
丁
寧
に
な
る
と
﹁
･
･
･
ラ
イ
﹂
と
な
り
︑
ま
た

目
下
の
者
に
対
し
て
は
﹁
･
･
･
ラ
エ
﹂
と
な
る
︒

ま
た
︑
福
田
学
氏
の
﹁
熊
野
方
言
に
お
け
る
文
末
辞
に
つ
い
て
︵
熊
野

市
・
南
牟
婁
郡
)

︵
５
︶

﹂
で
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
︒

勧
誘
表
現
の
し
か
た
に
は
︑
勧
誘
の
意
味
を
表
わ
す
辞
を
使
う
時

と
婉
曲
に
表
わ
す
た
め
に
疑
問
の
辞
を
用
い
る
時
と
が
あ
る
︒

︵
イ
︶
ラ
︑
ラ
イ
︑
ラ
レ
︑
レ
︑
ラ
ケ
︑
ラ
ケ
ヤ

ハ
ヨ

イ
コ
ラ

︵
全
︶

早
く
い
こ
う
︒

ハ
ヨ

イ
コ
ラ
レ
︵
紀
和
町
西
山
︑
熊
野
市
神
川
︑
五
郷
︑
飛
鳥
町
︶

ハ
ヨ

イ
コ
ラ
イ
︵
エ
︶

︵
沿
岸
地
域
︶

ハ
ヨ

イ
コ
レ

︵
全
地
域
の
女
︶

ハ
ヨ

イ
コ
ラ
ケ

︵
熊
野
市
飛
鳥
町
︑
五
郷
町
︶

�	


ハ
ヨ

イ
コ
ラ
ケ
ヤ

︵
早
く
い
き
ま
し
ょ
う
︒
︶

こ
こ
で
は
疑
問
の
辞
を
使
う
場
合
は
述
べ
ず
︑
勧
誘
の
意
味
を
表
す
辞

を
使
う
場
合
の
み
を
取
り
上
げ
て
考
え
て
い
く
︒

こ
れ
ら
の
説
を
踏
ま
え
て
︑
熊
野
市
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
分
布
と
待
遇
表

現
が
現
在
で
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
か
︑
ま
た
︑
ど
の
よ
う
に
使

わ
れ
て
い
る
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
︒

第
三
節

接
続
に
つ
い
て
の
考
察

勧
誘
表
現
の
﹁
ラ
イ
﹂
は
い
く
つ
か
の
先
行
研
究
に
お
い
て
︑
終
助
詞

あ
る
い
は
文
末
助
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
︒
し
か

し
︑
﹁
ラ
イ
﹂
は
助
詞
で
は
な
く
助
動
詞
で
あ
る
と
考
え
て
述
べ
て
い
き

た
い
︒
そ
の
た
め
に
は
︑
ま
ず
﹁
ラ
イ
﹂
が
な
ぜ
助
詞
で
あ
る
の
か
を
述

べ
て
い
る
論
文
を
説
明
す
る
必
要
が
あ
る
︒

藤
原
与
一
氏
の
﹁
方
言
文
末
詞
︿
文
末
助
詞
﹀
の
研
究
︵
下
)

︵
６
︶

﹂
で
は

﹁
ラ
イ
﹂
は
代
名
詞
系
の
転
成
文
末
詞
の
中
で
人
代
名
詞
﹁
ワ
レ
﹂
系
統

に
含
ま
れ
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ
の
転
成
文
末
詞
と
は
︑
文
表
現
上
の
途

中
の
切
れ
目
の
こ
と
ば
︑
文
終
止
法
で
の
終
止
要
素
の
あ
る
も
の
︑
単
純

動
詞
の
単
純
命
令
形
な
ど
が
文
末
詞
化
す
る
も
の
で
あ
る
︒
文
の
訴
え
か

け
を
効
果
的
に
表
現
し
︑
様
々
な
意
味
を
持
た
せ
る
も
の
で
あ
る
と
す

熊
野
市
域
の
言
語
研
究
︵
松
田
︶
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る
︒
代
名
詞
系
の
転
成
文
末
詞
は
︑
例
え
ば
﹁
わ
た
し
﹂
や
﹁
あ
な
た
﹂

な
ど
は
呼
び
か
け
る
要
素
と
し
て
は
最
適
な
も
の
と
言
え
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
︒

桐
本
逸
鬼
氏
の
﹁
熊
野
の
方
言
地
名
あ
れ
こ
れ
︵
７
︶

﹂
で
は
南
牟
婁
郡
と
熊

野
市
に
地
域
を
限
定
し
て
い
る
︒
熊
野
は
紀
伊
半
島
の
南
端
の
地
形
か
ら

ア
イ
ヌ
語
南
方
系
の
影
響
と
京
都
地
方
か
ら
の
古
語
の
影
響
に
よ
り
古
語

の
形
が
残
っ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
そ
の
中
で
︑
﹁
イ
コ
ラ
﹂
﹁
イ
コ
ラ

イ
﹂
は
﹁
行
き
参
ら
む
﹂
の
変
化
し
た
こ
と
ば
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
︒

柳
田
国
男
氏
の
﹃
毎
日
の
言
葉
︵
８
︶

﹄
で
は
﹁
ラ
﹂
﹁
ラ
イ
﹂
﹁
レ
﹂
は
助
動

詞
で
は
な
く
︑
後
に
付
く
代
名
詞
が
融
合
し
た
も
の
で
あ
る
と
し
︑
﹁
イ

コ
ラ
イ
﹂
は
﹁
イ
コ
ウ
︑
ワ
レ
ラ
﹂
か
ら
き
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
︒
こ

れ
は
藤
原
与
一
氏
の
転
成
文
末
詞
の
人
代
名
詞
﹁
ワ
レ
﹂
系
統
の
元
と
な

る
説
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

上
山
景
一
氏
の
﹁
紀
州
方
言
の
動
詞
︵
９
︶

﹂
で
は
動
詞
の
用
法
を
述
べ
て
い

る
︒
そ
の
う
ち
︑
動
詞
の
活
用
形
を
方
言
の
本
質
に
即
し
て
最
も
多
く
の

異
な
る
活
用
形
を
有
す
る
も
の
を
標
準
と
し
て
六
つ
の
活
用
形
を
立
て
て

い
る
︒
第
一
活
用
形
か
ら
第
六
活
用
形
と
名
づ
け
ら
れ
た
中
で
第
五
活
用

形
を
取
り
上
げ
た
い
︒

第
五
活
用
形

︵
１
︶
未
然
形
と
い
ふ
べ
き
も
の
で
︑
動
作
が
未
だ
然
う
な
つ
て
ゐ

な
い
意
を
表
す
形
で
あ
る
︒
此
の
時
五
段
活
用
の
動
詞
に
於
て
は
第

五
活
用
を
其
の
儘
用
ひ
る
か
︑
又
は
第
五
活
用
の
語
尾
長
母
音
化
す

る
︒
五
段
活
用
以
外
の
動
詞
に
於
て
は
﹁
ヨ
ー
﹂
に
連
る
︒
イ
マ
カ

ラ
カ
コ
︒
イ
マ
カ
ラ
カ
コ
ー
︒
ハ
ヨ
オ
キ
ヨ
ー
︒
ハ
ヨ
シ
ヨ
ー

︵
シ
ョ
ー
︶
︒

︵
４
︶
紀
州
言
葉
の
特
徴
を
な
す
﹁
ラ
﹂
は
五
段
活
用
の
第
五
活
用

形
に
つ
く
も
の
で
あ
る
︒
五
段
活
以
外
の
動
詞
に
は
第
五
活
用
形
に

﹁
ヨ
・
ヨ
ー
﹂
を
添
へ
た
も
の
に
﹁
ラ
﹂
を
つ
け
る
︒

ハ
ヨ
カ
コ
ラ
︒
ハ
ヨ
イ
コ
ラ
︒
モ
ー
オ
キ
ヨ
ラ
︒

つ
ま
り
︑
こ
の
上
山
景
一
氏
の
説
で
は
﹁
ラ
﹂
は
五
段
活
用
の
未
然
形

に
接
続
し
︑
そ
れ
以
外
の
活
用
に
は
﹁
ラ
﹂
の
前
に
﹁
ヨ
﹂
を
接
続
す
る

と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

で
は
︑
﹁
ラ
イ
﹂
の
意
味
か
ら
﹁
ラ
イ
﹂
は
標
準
語
で
は
ど
の
言
葉
に

該
当
す
る
か
を
考
え
る
と
︑
勧
誘
表
現
で
あ
る
﹁
⁝
⁝
う
﹂
﹁
⁝
⁝
よ
う
﹂

が
適
当
で
あ
ろ
う
︒
例
え
ば
用
例
を
標
準
語
に
訳
し
た
場
合
で
も
︑
﹁
イ

コ
ラ
イ
﹂
は
﹁
行
こ
う
﹂
と
訳
し
て
い
る
︒
こ
の
こ
と
か
ら
助
動
詞
の

﹁
う
﹂
﹁
よ
う
﹂
に
基
づ
い
て
﹁
ラ
イ
﹂
の
接
続
と
活
用
を
考
え
た
い
︒

｢
日
本
国
語
大
辞
典
︵

︶
﹂
に
よ
る
と
﹁
う
﹂
﹁
よ
う
﹂
は
助
動
詞
﹁
む
﹂
の

10

変
化
し
た
も
の
で
︑
古
く
は
﹁
む
﹂
と
同
様
に
全
て
の
活
用
語
の
未
然
形

に
付
い
た
︒
し
か
し
︑
現
代
で
は
﹁
う
﹂
の
場
合
︑
五
段
活
用
の
動
詞
︑

形
容
詞
﹁
⁝
⁝
か
ろ
﹂
︑
形
容
動
詞
﹁
⁝
⁝
だ
ろ
﹂
︑
助
動
詞
﹁
ま
す
﹂﹁
で

す
﹂﹁
た
﹂﹁
だ
﹂
の
未
然
形
に
付
く
︒
ま
た
︑﹁
よ
う
﹂
は
上
一
段
活
用
・
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下
一
段
活
用
・
カ
行
変
格
活
用
・
サ
行
変
格
活
用
の
動
詞
︑
助
動
詞
﹁
れ

る
﹂
﹁
ら
れ
る
﹂
﹁
せ
る
﹂
﹁
さ
せ
る
﹂
の
未
然
形
に
付
く
︒
意
味
は
種
々

あ
る
が
︑
そ
の
う
ち
で
も
相
手
に
対
す
る
勧
誘
︑
ま
た
は
命
令
的
な
意
を

挙
げ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
⁝
⁝
し
よ
う
﹂﹁
⁝
⁝
し
ろ
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
る
︒

今
ま
で
の
こ
と
か
ら
﹁
う
﹂
﹁
よ
う
﹂
の
用
法
・
接
続
を
踏
ま
え
て
考

え
る
と
︑
﹁
ラ
イ
﹂
は
こ
の
﹁
う
﹂
に
当
た
る
方
言
な
の
で
は
な
い
か
と

考
え
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
五
段
活
用
の
﹁
行
く
﹂
で
は
未
然
形
の
﹁
イ
コ
﹂

に
接
続
し
て
﹁
イ
コ
ウ
﹂
に
な
り
︑
﹁
イ
コ
・
ウ
﹂
か
ら
﹁
イ
コ
・
ラ
イ
﹂

に
置
き
換
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
上
一
段
活
用
の
﹁
見
る
﹂
で
は
未
然
形

の
﹁
ミ
﹂
に
接
続
し
て
﹁
ミ
ヨ
ウ
﹂
と
な
る
︒
そ
し
て
︑
助
動
詞
﹁
よ
う
﹂

の
﹁
う
﹂
が
﹁
ラ
イ
﹂
に
な
り
︑
﹁
ミ
・
ヨ
ウ
﹂
か
ら
﹁
ミ
・
ヨ
ラ
イ
﹂

に
な
っ
た
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
そ
の
他
の
活
用
で
も
同
じ
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
︒
つ
ま
り
︑
基
本
形
が
﹁
ラ
イ
﹂
と
﹁
ヨ
ラ
イ
﹂
で
あ
る
と
考
え
れ

ば
︑
﹁
ラ
イ
﹂
が
助
動
詞
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
も
説
明
が
つ
く
だ
ろ
う
︒

活
用
に
つ
い
て
は
︑
﹁
う
﹂
﹁
よ
う
﹂
の
場
合
は
終
止
形
と
連
体
形
が
あ
っ

た
が
︑
こ
の
﹁
ラ
イ
﹂
は
勧
誘
の
意
味
を
持
つ
た
め
︑
相
手
に
呼
び
か
け

る
形
に
な
る
︒
よ
っ
て
︑
主
に
文
の
末
尾
に
付
い
て
体
言
に
連
な
る
こ
と

は
ほ
と
ん
ど
な
い
︒
そ
の
た
め
︑
活
用
は
終
止
形
の
み
で
あ
る
と
考
え
ら

れ
る
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
︱
ラ
イ
﹂
は
動
詞
の
未
然
形
に
続
い
て
﹁
︱
し

よ
う
﹂
と
相
手
を
誘
い
︑
促
す
意
味
を
表
す
助
動
詞
で
あ
る
と
考
え
ら
れ

る
︒
こ
れ
は
五
段
活
用
動
詞
の
未
然
形
の
う
ち
意
志
を
表
す
形
に
接
続
す

る
も
の
で
あ
り
︑
五
段
活
用
動
詞
に
は
﹁
ラ
イ
﹂
を
︑
そ
れ
以
外
の
活
用

の
動
詞
に
は
﹁
ヨ
・
ヨ
ー
﹂
を
添
え
て
﹁
ヨ
ラ
イ
﹂
を
接
続
す
る
と
い
う

こ
と
に
な
る
︒
あ
る
い
は
︑
熊
野
市
海
岸
部
に
は
意
志
・
勧
誘
形
の
こ
と

ば
に
は
﹁
オ
キ
ロ
ラ
イ
︵
起
き
よ
う
よ
︶
﹂﹁
タ
ベ
ロ
ラ
イ
︵
食
べ
よ
う
よ
︶
﹂

な
ど
︑
ラ
行
五
段
活
用
の
形
に
な
る
地
域
が
あ
る
︒

し
か
し
︑
カ
行
変
格
活
用
の
﹁
来
る
﹂
に
関
し
て
は
そ
の
考
え
に
沿
わ

な
い
︒
﹁
よ
う
﹂
の
用
法
を
考
え
る
な
ら
ば
﹁
コ
ヨ
ウ
﹂
と
な
り
︑﹁
ラ
イ
﹂

を
使
っ
て
も
﹁
コ
ヨ
ラ
イ
﹂
と
な
る
は
ず
で
あ
る
︒
実
際
に
そ
の
言
い
方

を
す
る
場
合
も
あ
る
が
︑
﹁
コ
ー
ラ
イ
﹂
な
ど
の
変
容
し
た
表
現
や
︑
あ

る
い
は
﹁
来
る
﹂
を
使
わ
ず
に
﹁
行
く
﹂
を
使
っ
て
﹁
イ
コ
ラ
イ
﹂
と
話

す
場
合
も
あ
る
︒
よ
っ
て
︑﹁
ラ
イ
﹂
を
接
続
す
る
に
は
︑
活
用
語
に
よ
っ

て
変
化
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
様
子
が
実
際
に
あ
る
か
ど
う
か
も

言
語
調
査
の
結
果
を
元
に
確
認
し
た
い
︒

助動詞

語

未
然
形

連
用
形

終
止
形

連
体
形

命
令
形

ラ
イ

○

○

ラ
イ

○

○

ヨ
ラ
イ

○

○

ヨ
ラ
イ

○

○
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種
類

語

語
幹

未
然
形

五
段
活
用

行
く

い

こ

上
一
段
活
用

見
る

︵
み
︶

み

下
一
段
活
用

寝
る

︵
ね
︶

ね

カ
行
変
格
活
用

来
る

︵
こ
︶

こ

サ
行
変
格
活
用

す
る

︵
す
︶

し

第
二
章

調
査
結
果

第
一
節

調
査
方
法
の
整
理

三
重
県
熊
野
市
内
の
木き

の

本も
と

・
井い

戸ど

・
有あ
り

馬ま

・
大お
お

泊
ど
ま
り

・
瀬せ

戸と

・
金か
な

山や
ま

・
新あ
た

鹿し
か

・
波は

田だ

須す

・
飛
鳥

あ
す
か

・
五い

郷さ
と

の
そ
れ
ぞ
れ
の
地
点
で
の
言
語
調
査
で
︑
普

段
親
し
い
相
手
に
言
う
言
い
方
に
つ
い
て
八
つ
の
質
問
を
行
な
っ
た
︒

調
査
地
点

調
査
対
象
の
氏
名
・
年
齢
・
性
別

一
︑
﹁
一
緒
に
食
べ
よ
う
﹂
を
普
段
親
し
い
人
に
は
な
ん
と
言
い
ま

す
か
︒

二
︑
﹁
行
き
ま
し
ょ
う
﹂
を
普
段
親
し
い
人
に
は
な
ん
と
言
い
ま

す
か
︒

三
︑
普
段
親
し
い
人
に
は
﹁
～
し
よ
う
﹂
を
﹁
～
シ
ヨ
ラ
イ
﹂
と
言

い
ま
す
か
︒

四
︑
﹁
買
っ
て
こ
よ
う
﹂
を
普
段
親
し
い
人
に
は
な
ん
と
言
い
ま

す
か
︒

五
︑
﹁
一
緒
に
来
よ
う
﹂
を
普
段
親
し
い
人
に
は
な
ん
と
言
い
ま

す
か
︒

六
︑
﹁
ミ
ヨ
ラ
イ
﹂
の
意
味
を
教
え
て
く
だ
さ
い
︒

七
︑
﹁
ユ
ウ
タ
ッ
テ
コ
ー
レ
﹂
の
意
味
を
教
え
て
く
だ
さ
い
︒

八
︑
相
手
を
誘
う
と
き
の
言
い
方
で
︑
語
尾
に
﹁
ラ
イ
・
ラ
・
レ
・

そ
の
他
﹂
の
ど
れ
を
使
い
ま
す
か
︒
ま
た
︑
男
女
や
年
齢
に
違
い

が
あ
る
と
思
い
ま
す
か
︒

以
上
の
項
目
の
調
査
結
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
︒

福
田
学
氏
の
論
文
に
あ
っ
た
﹁
ラ
イ
﹂
の
分
布
が
一
致
す
る
か
を
確
か

め
る
た
め
に
︑
各
地
点
で
調
査
し
た
結
果
に
基
づ
い
て
方
言
地
図
を
作
成

し
た
︒
な
お
︑
地
図
の
記
号
に
は
同
じ
表
現
で
の
関
連
性
を
見
出
す
た
め

に
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
表
記
を
用
い
た
︒

ま
た
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
語
形
に
つ
い
て
は
初
め
に
詳
し
く
述
べ
る
つ
も
り

で
あ
る
が
︑
そ
れ
以
後
に
同
じ
言
葉
が
出
て
き
た
場
合
に
は
﹁
ラ
イ
﹂
系

統
・
﹁
ラ
﹂
系
統
・
﹁
レ
﹂
系
統
・
﹁
ラ
エ
﹂
系
統
・
﹁
カ
﹂
系
統
・
そ
れ
以

外
は
﹁
～
﹂
系
統
と
適
時
表
現
し
て
い
き
た
い
︒
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第
二
節

｢

ラ
イ
﹂
系
の
こ
と
ば
の
用
例
・
分
布

｢
一
緒
に
食
べ
よ
う
﹂
に
つ
い
て
は
︑
図
２
の
よ
う
に
な
っ
た
︒
﹁
タ
ベ

ヨ
ラ
イ
﹂
が
木
本
・
井
戸
・
大
泊
・
瀬
戸
・
金
山
・
新
鹿
・
波
田
須
・
飛

鳥
の
地
点
で
見
ら
れ
る
︒
瀬
戸
で
は
﹁
タ
ベ
ロ
ラ
イ
﹂
︑
井
戸
で
は
﹁
タ

ベ
ヨ
ラ
﹂
﹁
ク
オ
ラ
﹂
﹁
タ
ベ
ヨ
レ
﹂
﹁
タ
ベ
ヨ
カ
﹂
︑
有
馬
で
は
﹁
タ
ベ
ニ

イ
コ
カ
﹂
な
ど
が
見
ら
れ
た
︒

な
お
︑
木
本
・
大
泊
・
飛
鳥
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統
が
︑

井
戸
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
ラ
﹂
系
統
と
﹁
レ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統

が
混
在
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
食
べ
る
﹂
の
言
葉
で
は
調
査
し
た
地

点
の
う
ち
二
箇
所
を
除
い
た
全
て
に
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
が
見
え
た
こ
と
か
ら
︑

熊
野
市
の
全
域
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

｢
食
べ
る
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
タ
ベ
ヨ
︱
﹂
は
有
馬
・
五
郷
を
除
く
全
て

の
地
点
で
見
ら
れ
た
︒
﹁
タ
ベ
ロ
︱
﹂
は
瀬
戸
︑﹁
ク
オ
︱
﹂
は
井
戸
︑﹁
タ

ベ
ニ
イ
コ
︱
﹂
は
有
馬
で
見
ら
れ
た
︒
な
お
︑
井
戸
で
は
﹁
タ
ベ
ヨ
︱
﹂

と
﹁
ク
オ
︱
﹂
︑
瀬
戸
で
は
﹁
タ
ベ
ヨ
︱
﹂
と
﹁
タ
ベ
ロ
︱
﹂
が
混
在
し

て
い
る
︒

次
の
質
問
二
で
は
︑
﹁
イ
コ
ラ
イ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
大
泊
・
瀬
戸
・

金
山
・
飛
鳥
・
波
田
須
・
新
鹿
の
地
点
で
見
ら
れ
た
︒
﹁
イ
コ
ラ
﹂
は
金
山
︑

﹁
イ
コ
レ
﹂
﹁
イ
コ
ラ
エ
﹂
は
井
戸
︑
﹁
イ
コ
ウ
﹂
は
井
戸
・
有
馬
︑
﹁
イ
コ

カ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
有
馬
・
瀬
戸
の
そ
れ
ぞ
れ
に
見
ら
れ
た
︒

な
お
︑
木
本
・
飛
鳥
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統
が
︑
井
戸
で
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は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
レ
﹂
系
統
と
﹁
ラ
エ
﹂
系
統
と
﹁
ウ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂

系
統
が
︑
有
馬
で
は
﹁
ウ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統
が
混
在
し
て
い
る
︒
ま

た
︑
こ
の
﹁
行
く
﹂
で
は
海
岸
沿
い
と
井
戸
川
沿
い
と
山
間
部
に
﹁
ラ
イ
﹂

系
統
が
︑
井
戸
川
沿
い
を
中
心
に
﹁
カ
﹂
系
統
と
そ
れ
以
外
の
系
統
が
広

が
っ
て
い
る
︒

前
部
分
﹁
行
く
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
イ
コ
︱
﹂
は
五
郷
を
除
く
全
て
の

地
点
で
見
ら
れ
た
︒
五
郷
に
関
し
て
は
そ
も
そ
も
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
の
表
現

は
使
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒

質
問
三
で
は
︑﹁
シ
ヨ
ラ
イ
﹂﹁
シ
ョ
ー
ラ
イ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・

大
泊
・
金
山
・
飛
鳥
・
波
田
須
・
新
鹿
で
見
ら
れ
た
︒
﹁
シ
ヨ
レ
﹂﹁
シ
ョ
ー

レ
﹂﹁
シ
ヨ
ラ
エ
﹂
は
井
戸
︑﹁
シ
ヨ
カ
﹂﹁
シ
ョ
ー
カ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・

有
馬
・
瀬
戸
・
大
泊
の
そ
れ
ぞ
れ
で
見
ら
れ
た
︒

な
お
︑
木
本
・
大
泊
・
瀬
戸
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統
が
︑

井
戸
で
は
四
つ
の
全
て
が
混
在
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
す
る
﹂
で
は

海
岸
沿
い
と
井
戸
川
沿
い
と
山
間
部
に
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
が
︑
井
戸
川
沿
い

を
中
心
に
﹁
カ
﹂
系
統
が
広
が
っ
て
い
る
︒
そ
の
他
の
表
現
も
あ
る
が
︑

主
に
こ
の
二
つ
が
熊
野
市
の
全
域
に
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

前
部
分
﹁
す
る
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
シ
ヨ
︱
﹂
は
大
泊
・
五
郷
を
除
く

全
て
の
地
点
で
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
﹁
シ
ョ
ー
︱
﹂
は
井
戸
・
瀬
戸
・
大

泊
・
飛
鳥
で
見
ら
れ
た
︒
な
お
︑
井
戸
・
瀬
戸
・
飛
鳥
は
こ
の
二
つ
が
混

在
し
て
い
る
︒

質
問
四
の
﹁
買
っ
て
こ
よ
う
﹂
で
は
複
数
の
語
彙
が
見
ら
れ
た
︒
﹁
カ

オ
ラ
イ
﹂﹁
カ
イ
ニ
イ
コ
ラ
イ
﹂﹁
カ
ッ
テ
コ
ー
ラ
イ
﹂﹁
カ
イ
モ
ノ
ニ
イ
ッ

テ
コ
ー
ラ
イ
﹂
﹁
コ
ー
テ
コ
ー
ラ
イ
﹂
︑
﹁
コ
ー
テ
コ
ー
レ
﹂
﹁
カ
イ
ニ
イ
コ

レ
﹂
︑
﹁
カ
ッ
テ
コ
ー
ラ
エ
﹂
︑
﹁
コ
ー
テ
コ
ー
カ
﹂
﹁
カ
イ
モ
ノ
ニ
イ
ッ
テ

コ
ー
カ
﹂﹁
カ
イ
ニ
イ
コ
カ
﹂﹁
カ
ッ
テ
コ
カ
﹂
を
︑﹁
コ
ー
テ
コ
ー
﹂
︑﹁
カ

イ
ニ
イ
ッ
テ
ク
ル
﹂
﹁
コ
ー
テ
キ
テ
イ
﹂
﹁
コ
ー
テ
ク
ル
﹂
﹁
カ
ッ
テ
ク
ル
﹂

の
回
答
を
得
た
︒

分
布
に
つ
い
て
は
︑﹁
ラ
イ
﹂
系
統
は
木
本
・
井
戸
・
大
泊
・
波
田
須
・

飛
鳥
の
そ
れ
ぞ
れ
で
見
ら
れ
た
︒
﹁
ラ
﹂
系
統
は
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒

﹁
レ
﹂
系
統
は
井
戸
︑﹁
ラ
エ
﹂
系
統
は
井
戸
︑﹁
カ
﹂
系
統
は
木
本
・
井
戸
・

瀬
戸
・
金
山
︑﹁
ウ
︵
ー
︶
﹂
系
統
は
木
本
︑﹁
カ
イ
ニ
イ
ッ
テ
ク
ル
﹂﹁
コ
ー

テ
キ
テ
イ
﹂
﹁
コ
ー
テ
ク
ル
﹂
﹁
カ
ッ
テ
ク
ル
﹂
は
有
馬
・
金
山
・
新
鹿
で

見
ら
れ
た
︒

な
お
︑
木
本
で
は
﹁
ラ
イ
﹂﹁
カ
﹂﹁
ウ
︵
ー
︶
﹂
系
統
が
︑
井
戸
で
は
﹁
ラ

イ
﹂
﹁
レ
﹂
﹁
ラ
エ
﹂
﹁
カ
﹂
系
統
が
︑
金
山
で
は
﹁
カ
﹂
﹁
ク
ル
﹂
系
統
な

ど
が
混
在
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
買
っ
て
こ
よ
う
﹂
で
は
多
く
の
表

現
が
あ
っ
た
が
︑
語
尾
に
注
目
し
て
考
え
る
と
︑
海
岸
沿
い
と
井
戸
川
沿

い
と
山
間
部
に
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
︑
井
戸
川
沿
い
に
﹁
カ
﹂
系
統
と
複
数
の

表
現
が
見
ら
れ
た
︒
こ
れ
も
主
に
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統
が
多
く

広
が
っ
て
存
在
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

多
く
の
語
形
が
回
答
に
出
た
た
め
︑
﹁
カ
︱
﹂
と
﹁
コ
︱
﹂
の
二
種
類
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に
分
類
し
た
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑﹁
カ
︱
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
有
馬
・
大
泊
・
波
田
須
・

飛
鳥
で
見
ら
れ
た
︒
﹁
コ
︱
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・
金
山
・
大
泊
・

新
鹿
・
飛
鳥
で
見
ら
れ
た
︒
な
お
︑
木
本
・
井
戸
・
大
泊
・
飛
鳥
で
は
こ

の
二
つ
が
混
在
し
て
い
る
︒

質
問
五
で
は
﹁
コ
ー
ラ
イ
﹂
﹁
イ
コ
ラ
イ
﹂
︑
﹁
コ
ヨ
ラ
﹂
︑
﹁
コ
ー
レ
﹂
︑

﹁
コ
ー
ラ
エ
﹂
︑﹁
コ
ー
カ
﹂﹁
コ
ヨ
カ
﹂
︑﹁
コ
イ
エ
﹂﹁
ク
ル
﹂﹁
イ
ク
カ
エ
﹂

﹁
マ
タ
ネ
﹂
の
回
答
を
得
た
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
は
木
本
・
井
戸
・
大
泊
・
波
田
須
・

新
鹿
・
飛
鳥
で
見
ら
れ
た
︒
﹁
レ
﹂﹁
ラ
﹂﹁
ラ
エ
﹂
系
統
は
井
戸
で
︑﹁
カ
﹂

﹁
コ
イ
エ
﹂
﹁
ク
ル
﹂
﹁
イ
ク
カ
エ
﹂
﹁
マ
タ
ネ
﹂
系
統
は
有
馬
・
金
山
で
見

ら
れ
た
︒

な
お
︑
木
本
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
と
﹁
カ
﹂
系
統
︑
井
戸
で
は
﹁
ラ
イ
﹂

﹁
ラ
﹂
﹁
レ
﹂
﹁
ラ
エ
﹂
﹁
カ
﹂
系
統
が
︑
有
馬
と
金
山
で
は
﹁
カ
﹂
系
統
と

そ
の
他
の
系
統
が
混
在
し
て
い
る
︒
ま
た
︑
こ
の
﹁
来
る
﹂
で
は
海
岸
沿

い
と
山
間
部
に
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
が
︑
井
戸
川
沿
い
を
中
心
に
﹁
カ
﹂
系
統

も
存
在
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

前
部
分
の
﹁
来
る
﹂
に
つ
い
て
は
︑
﹁
コ
ヨ
︱
﹂
は
井
戸
・
瀬
戸
で
見

ら
れ
た
︒
﹁
コ
ー
︱
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・
有
馬
・
金
山
・
飛
鳥
で
︑

﹁
コ
イ
︱
﹂
は
大
泊
で
︑
﹁
イ
コ
︱
﹂
は
大
泊
・
波
田
須
・
新
鹿
で
見
ら
れ

た
︒
な
お
︑
井
戸
・
瀬
戸
で
は
﹁
コ
ヨ
︱
﹂
と
﹁
コ
ー
︱
﹂
が
︑
大
泊
で

は
﹁
コ
イ
︱
﹂
と
﹁
イ
コ
︱
﹂
が
混
在
し
て
い
る
︒

回
答
例
を
見
る
と
︑
﹁
来
る
﹂
と
﹁
行
く
﹂
の
二
種
類
の
こ
と
ば
が
あ

ら
わ
れ
た
︒
こ
の
こ
と
は
︑
こ
の
質
問
に
対
し
て
飛
鳥
で
は
﹁
来
る
﹂
と

い
う
こ
と
ば
で
は
こ
の
表
現
は
使
わ
な
い
と
答
え
た
者
︑
あ
る
い
は
木

本
・
大
泊
・
波
田
須
・
新
鹿
で
は
﹁
イ
コ
ラ
イ
﹂
と
答
え
る
者
が
い
た
こ

と
か
ら
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
つ
ま
り
主
に
海
岸
沿
い
で
は
︑
こ
の

﹁
来
る
﹂
に
関
し
て
は
﹁
行
く
﹂
の
意
味
を
含
ん
で
﹁
イ
コ
︱
﹂
系
が
使

わ
れ
て
い
る
こ
と
が
多
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

質
問
六
で
は
︑
﹁
ミ
ヨ
ラ
イ
﹂
の
意
味
を
質
問
し
た
︒
意
味
が
わ
か
る

場
合
に
は
﹁
○
﹂
︑
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
﹁
／
﹂
と
し
︑
図
３
の
よ
う

に
表
し
た
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
意
味
が
理
解
で
き
た
の
は
井
戸
川
沿
い
を
中
心
に
し

た
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・
有
馬
・
金
山
・
大
泊
と
飛
鳥
で
あ
っ
た
︒
反
対

に
理
解
で
き
な
か
っ
た
の
は
五
郷
・
波
田
須
・
新
鹿
と
木
本
・
有
馬
・
一

部
の
飛
鳥
で
あ
っ
た
︒
加
え
て
述
べ
て
お
く
と
︑
意
味
は
﹁
︵
一
緒
に
︶

見
よ
う
﹂
で
あ
り
︑
質
問
事
項
の
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
以
外
に
も
﹁
ラ
﹂
﹁
レ
﹂

﹁
カ
﹂
の
系
統
が
使
用
さ
れ
て
い
た
︒

質
問
七
で
は
﹁
ユ
ウ
タ
ッ
テ
コ
ー
レ
﹂
の
意
味
を
質
問
し
た
︒
意
味
が

わ
か
る
場
合
に
は
﹁
○
﹂
︑
わ
か
ら
な
い
場
合
に
は
﹁
／
﹂
と
し
︑
図
４

の
よ
う
に
表
し
た
︒

こ
れ
に
よ
る
と
︑
意
味
が
理
解
で
き
た
の
は
五
郷
と
飛
鳥
の
一
部
を
除
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い
た
全
て
の
地
点
で
あ
っ
た
︒
加
え
て
述
べ
て
お
く
と
︑
意
味
は
﹁
言
っ

て
こ
よ
う
﹂
や
﹁
聞
か
せ
て
あ
げ
る
﹂
な
ど
︑
意
味
に
多
少
の
違
い
は
あ

る
も
の
の
︑
概
ね
﹁
︵
相
手
に
︶
伝
え
る
﹂
で
あ
っ
た
︒
質
問
事
項
で
は

﹁
ユ
ウ
タ
ッ
テ
コ
ー
レ
﹂
と
記
し
た
が
︑
話
者
に
は
﹁
レ
﹂
系
統
以
外
に

も
﹁
ラ
イ
﹂﹁
ラ
﹂﹁
ラ
エ
﹂﹁
カ
﹂﹁
そ
の
他
﹂
の
系
統
が
使
用
さ
れ
て
い
た
︒

質
問
七
・
八
で
は
意
味
を
問
う
項
目
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
他
の
質
問

事
項
の
こ
と
ば
と
同
じ
よ
う
に
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
の
表
現
で
あ
り
︑
話
者
の

﹁
ラ
イ
﹂
系
統
の
使
用
が
認
め
ら
れ
た
に
も
関
わ
ら
ず
︑
﹁
見
る
﹂
に
関
し

て
は
理
解
で
き
な
い
︑
使
わ
な
い
と
答
え
た
地
点
が
あ
っ
た
︒

第
三
節

商
品
化
に
利
用
さ
れ
る
﹁
ラ
イ
﹂

話
者
に
よ
る
会
話
だ
け
で
な
く
︑
熊
野
市
で
は
こ
の
表
現
の
こ
と
ば
が

商
品
化
さ
れ
て
い
る
︒
そ
の
例
を
い
く
つ
か
挙
げ
て
説
明
し
て
い
く
︒

は
じ
め
に
︑
熊
野
市
過
疎
地
運
送
運
営
協
議
会
が
平
成
二
十
二
年
に
運

送
運
営
を
許
可
し
た
﹁
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
の
っ
て
こ
ら
い
﹂
が
あ
る
︒
こ
れ
は

公
共
交
通
機
関
に
よ
っ
て
住
民
に
対
す
る
不
十
分
な
輸
送
サ
ー
ビ
ス
が
認

め
ら
れ
る
場
合
に
法
人
が
実
費
の
範
囲
内
で
自
家
用
車
を
使
用
し
て
運
送

す
る
サ
ー
ビ
ス
を
す
る
も
の
で
あ
る
︒
ま
た
︑
平
成
二
十
四
年
九
月
九
日

に
﹁
紀
伊
半
島
大
水
害
復
興
イ
ベ
ン
ト
～
行
っ
て
み
よ
ら
♪
東
紀
州
元
気

祭
～
﹂
が
熊
野
市
久
生
屋
町
の
里
創
人
熊
野
倶
楽
部
で
行
わ
れ
た
︵

︶
︒
こ
れ

11

は
平
成
二
十
三
年
に
発
生
し
た
台
風
十
二
号
の
大
水
害
か
ら
一
年
を
契
機
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に
東
紀
州
地
域
の
観
光
面
で
の
復
興
の
ア
ピ
ー
ル
や
地
域
の
活
性
化
を
目

的
と
し
て
行
わ
れ
た
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る
︒

次
に
﹁
い
こ
ら
い
市
﹂
が
あ
る
︒
こ
れ
は
始
め
の
頃
に
は
熊
野
古
道
の

ツ
ア
ー
客
へ
の
サ
ー
ビ
ス
の
一
環
で
行
わ
れ
て
お
り
︑
今
で
は
月
に
一
回

と
定
期
的
に
行
わ
れ
る
商
店
街
の
活
性
化
を
目
指
し
た
歩
行
者
天
国
の
こ

と
で
あ
る
︒
ま
た
︑
同
じ
商
店
街
に
は
﹁
い
こ
ら
い
広
場
﹂
が
あ
る
︒
こ

の
場
所
は
多
世
代
が
交
流
で
き
る
場
で
あ
り
︑
熊
野
古
道
や
観
光
で
訪
れ

る
人
々
の
休
憩
の
場
に
も
使
わ
れ
る
︒
ま
た
︑
物
販
ス
ペ
ー
ス
の
﹁
い
こ

ら
い
屋
﹂
︑
そ
れ
に
関
連
し
て
新
商
品
開
発
事
業
を
目
的
と
し
た
熊
野
の

特
産
品
を
使
っ
た
商
品
の
開
発
を
行
っ
て
い
る
︒
こ
の
商
店
街
は
記
念
通

り
と
言
い
︑
一
九
四
〇
年
︑
皇
紀
二
六
〇
〇
年
を
記
念
し
て
作
ら
れ
た
道

で
あ
る
︒
こ
の
﹁
い
こ
ら
い
﹂
は
記
念
通
り
の
お
隣
さ
ん
同
士
が
肩
を
寄

せ
合
い
︑
﹁
み
ん
な
で
い
こ
ら
い
！
︵
い
っ
し
ょ
に
行
こ
う
︶
﹂
と
い
う
商

店
街
の
コ
ン
セ
プ
ト
が
含
ま
れ
て
い
る
︵

︶
︒

12

熊
野
に
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ
れ
た
熊
野
古
道
が
通
り
︑
こ
の
こ
と
か

ら
他
県
か
ら
の
観
光
客
が
増
加
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
熊
野
を
さ
ら
に
広
く

宣
伝
す
る
必
要
が
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
︒
地
域
の
宣
伝
に
は
そ
の
土
地
特

有
の
特
色
を
出
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
そ
う
い
っ
た
面
で
は
イ
ベ
ン
ト

の
題
に
名
付
け
ら
れ
る
方
言
は
有
効
な
手
段
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒
﹁
い
こ

ら
い
﹂
や
﹁
み
よ
ら
い
﹂
な
ど
の
﹁
︱
ラ
イ
﹂
は
先
に
述
べ
て
い
る
よ
う

に
勧
誘
の
意
味
を
持
っ
て
い
る
︒
意
味
を
含
め
︑
そ
の
独
自
の
表
現
方
法

に
は
特
色
が
表
れ
︑
強
い
印
象
を
持
た
せ
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
意
図

が
考
え
ら
れ
る
︒
逆
に
考
え
れ
ば
︑
方
言
と
い
う
形
を
用
い
て
外
部
に
印

象
づ
け
る
た
め
に
は
︑
多
く
の
人
の
目
に
触
れ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒

そ
の
手
段
と
し
て
も
︑
観
光
客
な
ど
が
関
わ
り
や
す
い
イ
ベ
ン
ト
や
商
売

に
利
用
す
る
こ
と
は
理
に
か
な
っ
て
い
る
︒
加
え
て
イ
ベ
ン
ト
等
で
あ
れ

ば
︑
参
加
を
促
す
意
味
と
し
て
勧
誘
表
現
の
こ
と
ば
は
目
的
に
沿
っ
て
い

る
︒
そ
し
て
︑
観
光
客
だ
け
で
な
く
地
元
の
住
民
に
も
理
解
で
き
︑
親
し

ま
れ
て
い
る
方
言
だ
か
ら
こ
そ
︑
帰
属
意
識
が
高
ま
る
良
い
機
会
に
も

な
っ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
︒

第
四
節

｢

ラ
イ
﹂
系
以
外
の
こ
と
ば
の
用
例
・
分
布

こ
こ
で
は
︑
第
二
節
の
﹁
ラ
イ
﹂
系
の
分
布
か
ら
そ
れ
以
外
の
こ
と
ば

を
抜
き
出
し
て
整
理
し
て
い
く
︒

｢
食
べ
よ
う
﹂
と
い
う
言
い
方
で
は
﹁
タ
ベ
ヨ
カ
﹂
﹁
タ
ベ
ニ
イ
コ
カ
﹂

が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
図
２
の
木
本
・
井
戸
・
有
馬
・
大
泊
・
飛
鳥
の
地
点

で
見
ら
れ
た
︒
な
お
︑
﹁
タ
ベ
ヨ
カ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
大
泊
・
飛
鳥
で
︑

﹁
タ
ベ
ニ
イ
コ
カ
﹂
は
有
馬
で
見
ら
れ
た
︒

｢
行
き
ま
し
ょ
う
﹂
で
は
﹁
イ
コ
ウ
﹂
﹁
イ
コ
カ
﹂
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は

木
本
・
井
戸
・
有
馬
の
地
点
で
見
ら
れ
た
︒
な
お
︑﹁
イ
コ
ウ
﹂
は
井
戸
・

有
馬
で
︑
﹁
イ
コ
カ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・
有
馬
で
見
ら
れ
た
︒

｢
～
し
よ
う
﹂
で
は
﹁
シ
ヨ
カ
﹂
﹁
シ
ョ
ー
カ
﹂
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
木
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本
・
井
戸
・
有
馬
・
大
泊
・
瀬
戸
の
地
点
で
見
ら
れ
た
︒
な
お
︑﹁
シ
ヨ
カ
﹂

は
木
本
・
有
馬
で
︑
﹁
シ
ョ
ー
カ
﹂
は
井
戸
・
瀬
戸
・
大
泊
で
見
ら
れ
た
︒

｢
買
っ
て
こ
よ
う
﹂
で
は
﹁
コ
ー
テ
コ
ー
カ
﹂
﹁
カ
イ
モ
ノ
ニ
イ
ッ
テ

コ
ー
カ
﹂
﹁
カ
イ
ニ
イ
コ
カ
﹂
﹁
カ
ッ
テ
コ
カ
﹂
﹁
コ
ー
テ
コ
ー
﹂
﹁
カ
イ
ニ

イ
ッ
テ
ク
ル
﹂
﹁
コ
ー
テ
キ
テ
イ
﹂
﹁
コ
ー
テ
ク
ル
﹂
﹁
カ
ッ
テ
ク
ル
﹂
が

あ
っ
た
︒
そ
れ
は
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・
有
馬
・
金
山
・
新
鹿
の
地
点
で

見
ら
れ
た
︒
な
お
︑
﹁
コ
ー
テ
コ
ー
カ
﹂
は
井
戸
・
瀬
戸
・
金
山
で
︑
﹁
カ

イ
モ
ノ
ニ
イ
ッ
テ
コ
ー
カ
﹂
は
井
戸
で
︑
﹁
カ
イ
ニ
イ
コ
カ
﹂
は
木
本
で
︑

﹁
カ
ッ
テ
コ
カ
﹂
は
井
戸
で
︑﹁
コ
ー
テ
コ
ー
﹂
は
木
本
で
︑﹁
カ
イ
ニ
イ
ッ

テ
ク
ル
﹂
は
有
馬
で
︑
﹁
コ
ー
テ
キ
テ
イ
﹂
は
大
泊
で
︑
﹁
コ
ー
テ
ク
ル
﹂

は
金
山
・
新
鹿
で
︑
﹁
カ
ッ
テ
ク
ル
﹂
は
有
馬
で
見
ら
れ
た
︒

｢
来
よ
う
﹂
で
は
﹁
コ
ー
カ
﹂﹁
コ
ヨ
カ
﹂﹁
コ
イ
エ
﹂﹁
ク
ル
﹂﹁
マ
タ
ネ
﹂

な
ど
が
あ
っ
た
︒
そ
れ
は
木
本
・
井
戸
・
有
馬
・
瀬
戸
の
地
点
で
見
ら
れ

た
︒
な
お
︑
﹁
コ
ー
カ
﹂
は
木
本
・
井
戸
・
瀬
戸
・
有
馬
・
金
山
で
︑
﹁
コ

ヨ
カ
﹂
は
瀬
戸
で
︑
﹁
コ
イ
エ
﹂
は
大
泊
で
︑
﹁
ク
ル
﹂
は
金
山
で
︑
﹁
マ

タ
ネ
﹂
は
有
馬
で
見
ら
れ
た
︒

こ
れ
ら
の
こ
と
か
ら
︑
﹁
ラ
イ
﹂
系
を
使
わ
な
い
表
現
は
主
に
木
本
を

中
心
と
し
た
熊
野
市
の
南
寄
り
の
地
点
で
見
ら
れ
︑
井
戸
川
を
沿
っ
た
地

域
と
山
間
部
を
含
ん
で
い
る
こ
と
が
多
い
︒
そ
の
中
で
も
井
戸
・
有
馬
地

点
で
そ
の
傾
向
が
強
い
よ
う
で
あ
る
︒

第
三
章

調
査
結
果
の
考
察

第
一
節

方
言
地
図
の
分
布
に
つ
い
て
の
考
察

以
上
の
調
査
結
果
の
も
と
︑
熊
野
市
域
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
が
九
ヶ
所
の
地

点
で
話
さ
れ
て
い
た
︒
そ
れ
に
該
当
し
な
か
っ
た
の
は
五
郷
町
で
︑
こ
の

地
点
に
関
し
て
は
八
十
歳
の
男
性
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
︑
﹁
︱
ラ
イ
﹂
系
は

使
わ
な
い
と
い
う
回
答
が
得
ら
れ
た
︒
ま
た
︑
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
の
勧
誘
表

現
は
木
本
の
方
言
で
あ
る
と
も
答
え
た
︒
五
郷
を
除
く
と
ほ
ぼ
全
て
の
地

点
で
こ
の
表
現
が
認
識
さ
れ
て
い
る
︒
ま
た
︑
﹁
ラ
﹂
﹁
レ
﹂
﹁
カ
﹂
や
そ

れ
以
外
の
も
の
は
井
戸
川
沿
い
を
中
心
と
し
た
地
点
に
多
く
分
布
し
て
い

る
︒
そ
の
う
ち
﹁
カ
﹂
系
統
は
複
数
の
地
点
で
見
ら
れ
︑
﹁
ラ
イ
﹂
系
統

の
次
に
多
く
分
布
し
て
い
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

話
者
自
身
が
使
う
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
五
郷
に
加
え
て
有
馬
も
調
査

結
果
に
見
ら
れ
な
か
っ
た
︒
し
か
し
︑
五
郷
と
違
っ
て
有
馬
は
意
味
を
問

う
項
目
で
は
理
解
で
き
て
い
た
︒
こ
れ
か
ら
言
え
る
こ
と
は
︑
﹁
ラ
イ
﹂

を
知
っ
て
は
い
て
も
使
わ
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
有
馬
地

区
の
周
辺
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
を
使
用
す
る
環
境
に
あ
る
こ
と
が
言
え
る
だ

ろ
う
︒
有
馬
で
は
対
象
の
話
者
が
移
住
民
で
あ
っ
た
た
め
か
︑
そ
れ
以
外

に
も
調
査
し
た
話
者
が
元
々
の
地
元
住
民
で
な
い
場
合
も
少
な
か
ら
ず

あ
っ
た
の
で
︑
有
馬
だ
け
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒
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使
う
か
ど
う
か
を
問
う
質
問
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
を
使
う
と
答
え
た
新

鹿
や
波
田
須
の
話
者
で
あ
る
が
︑
﹁
ミ
ヨ
ラ
イ
﹂
の
意
味
を
問
う
質
問
で

は
使
わ
な
い
︑
ま
た
は
わ
か
ら
な
い
と
答
え
て
い
た
︒
ま
た
︑
﹁
来
る
﹂

で
は
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
を
使
わ
ず
に
︑
﹁
行
く
﹂
を
用
い
て
﹁
イ
コ
ラ
イ
﹂

を
使
う
と
す
る
︒
相
手
を
誘
う
言
い
方
で
あ
る
な
ら
ば
ど
の
こ
と
ば
に
も

接
続
す
る
か
と
い
う
と
そ
う
で
は
な
い
よ
う
で
︑
接
続
す
る
動
詞
に
よ
っ

て
﹁
ラ
イ
﹂
系
統
の
有
無
が
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

第
二
節

勧
誘
表
現
﹁
ラ
イ
﹂
の
待
遇

飛
鳥
の
八
十
歳
の
男
性
は
基
本
的
に
﹁
ラ
イ
﹂
を
使
う
が
︑
こ
れ
は
目

上
の
人
に
は
使
わ
ず
︑
自
分
と
同
年
輩
の
相
手
に
使
う
︒
そ
し
て
﹁
ラ
イ
﹂

は
丁
寧
︑
﹁
ラ
﹂
は
命
令
的
ま
た
は
ぞ
ん
ざ
い
な
表
現
だ
と
答
え
た
︒
こ

の
こ
と
か
ら
︑
飛
鳥
で
は
待
遇
が
存
在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え

ら
れ
る
︒

し
か
し
︑
全
て
の
地
点
で
相
手
の
立
場
に
よ
っ
て
使
い
分
け
る
と
い
う

回
答
が
あ
る
わ
け
で
は
な
か
っ
た
︒
特
に
木
本
の
地
点
で
は
目
上
・
同

等
・
目
下
の
区
別
が
な
く
︑
対
等
に
す
る
と
い
う
回
答
が
あ
っ
た
︒

そ
の
他
の
地
点
で
も
︑
使
い
分
け
る
と
い
う
場
合
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で

同
じ
方
言
が
伝
わ
る
相
手
や
職
業
に
よ
る
状
況
に
応
じ
た
こ
と
ば
遣
い
を

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
相
手
に
対
し
て
で
あ
り
︑
目
上
・
同
等
・
目
下
な

ど
と
い
う
立
場
に
よ
る
も
の
で
は
な
い
︒
し
か
し
︑
相
手
に
よ
っ
て
使
い

分
け
る
わ
け
で
は
な
く
て
も
︑
﹁
ラ
イ
﹂
よ
り
﹁
ラ
﹂
の
方
が
ぞ
ん
ざ
い

だ
と
い
う
意
識
は
少
な
か
ら
ず
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
が

い
く
つ
か
の
回
答
か
ら
も
見
る
こ
と
が
で
き
る
︒

こ
う
し
た
結
果
か
ら
︑
﹁
ラ
イ
﹂
に
お
け
る
待
遇
表
現
は
先
に
述
べ
た

前
川
俊
一
氏
の
論
文
に
あ
る
よ
う
な
使
い
分
け
が
全
て
の
話
者
に
は
当
て

は
ま
ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
︒

ま
た
︑
い
く
つ
か
の
地
点
で
見
ら
れ
る
複
数
の
表
現
の
混
在
で
あ
る

が
︑
こ
れ
は
熊
野
方
言
に
他
の
方
言
が
混
じ
っ
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
︒

例
え
ば
熊
野
市
以
外
の
地
域
の
者
が
熊
野
へ
移
住
す
る
︑
あ
る
い
は
熊
野

に
住
ん
で
い
た
者
が
他
の
地
域
に
移
住
し
︑
再
び
戻
っ
て
き
た
と
き
な
ど

が
要
因
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
前
者
で
は
他
の
表
現
が
入
り

込
む
こ
と
に
な
る
し
︑
後
者
で
は
元
来
の
表
現
か
ら
他
の
表
現
に
変
わ
っ

て
し
ま
う
か
︑
こ
と
ば
が
混
じ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
︒
そ
れ
を
ふ
ま
え

る
と
複
数
の
表
現
が
混
在
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
に
も
繋
が
っ
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
︒

第
三
節

年
齢
差
・
性
差
・
他
者
と
の
関
係
性

今
回
の
言
語
調
査
は
主
に
五
十
歳
以
上
の
年
代
が
対
象
と
な
っ
た
︒

こ
の
勧
誘
表
現
は
五
十
歳
以
上
の
年
代
に
多
く
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
よ
り

も
若
い
年
代
に
お
け
る
調
査
が
不
十
分
な
結
果
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
が
︑

調
査
し
た
話
者
の
意
識
の
面
で
も
複
数
の
年
齢
に
よ
る
差
の
指
摘
が
見
ら

熊
野
市
域
の
言
語
研
究
︵
松
田
︶
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れ
た
︒
若
い
世
代
に
な
る
と
こ
の
表
現
は
理
解
で
き
な
い
者
が
多
い
と
い

う
こ
と
で
あ
る
︒

井
戸
の
地
点
で
は
︑
二
十
一
歳
の
女
性
は
﹁
ラ
イ
﹂
﹁
ラ
﹂
は
と
き
ど

き
使
い
︑
﹁
レ
﹂
は
よ
く
使
う
と
答
え
た
が
︑
そ
れ
に
は
話
す
相
手
も
同

じ
方
言
を
使
う
こ
と
や
親
し
い
間
柄
で
あ
る
こ
と
が
前
提
と
し
て
挙
げ
ら

れ
た
︒

男
女
に
よ
る
性
差
は
福
田
学
氏
の
論
文
に
︑
﹁
レ
﹂
は
全
地
域
の
女
性

が
使
う
と
あ
っ
た
︒
調
査
結
果
か
ら
は
あ
る
地
域
と
な
い
地
域
に
分
か
れ

る
よ
う
で
あ
る
︒
﹁
あ
る
と
思
う
﹂
と
の
回
答
が
あ
っ
た
地
域
は
金
山
で

あ
っ
た
︒
﹁
な
い
と
思
う
﹂
と
の
回
答
が
あ
っ
た
地
域
は
木
本
・
井
戸
・

有
馬
・
波
田
須
・
新
鹿
で
あ
っ
た
︒
な
い
と
答
え
た
話
者
の
方
が
多
い
︒

し
か
し
︑
実
際
に
調
査
し
た
結
果
か
ら
は
男
女
差
が
あ
る
か
ど
う
か
は
明

確
で
は
な
い
︒
方
言
地
図
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
を
使
う
地
点
は
全
体
的
に
広

が
っ
て
お
り
︑
﹁
レ
﹂
は
井
戸
に
見
ら
れ
た
︒
﹁
ラ
イ
﹂
は
男
女
ど
ち
ら
の

話
者
も
回
答
し
て
お
り
︑
逆
に
﹁
レ
﹂
は
井
戸
地
点
だ
け
で
女
性
の
話
者

で
あ
っ
た
︒
こ
の
段
階
で
は
井
戸
地
点
で
は
﹁
ラ
イ
﹂
は
男
性
が
使
い
︑

﹁
レ
﹂
は
女
性
が
使
う
と
推
測
で
き
な
く
も
な
い
が
︑
男
女
関
係
な
く
﹁
ラ

イ
﹂
と
答
え
た
話
者
が
多
い
こ
と
も
あ
る
の
で
明
確
で
は
な
い
︒
ま
た
︑

あ
る
と
答
え
た
金
山
地
点
の
四
十
七
歳
の
男
性
の
場
合
︑
彼
自
身
は
﹁
ラ

イ
﹂
を
使
っ
て
お
り
︑
配
偶
者
の
女
性
は
﹁
レ
﹂
を
使
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
︑
こ
の
女
性
は
別
の
地
区
の
出
身
で
あ
っ
た
の

で
︑
純
粋
な
金
山
の
方
言
で
あ
る
と
は
断
定
で
き
な
い
︒

そ
こ
で
︑
言
語
調
査
の
二
十
七
の
回
答
を
比
較
し
た
︒
こ
れ
に
よ
る

と
︑
質
問
事
項
で
男
性
は
﹁
ラ
イ
﹂
と
答
え
た
者
は
十
二
︑
そ
の
他
が
一

で
あ
っ
た
︒
女
性
は
﹁
ラ
イ
﹂
が
七
︑
﹁
ラ
﹂
が
一
︑
﹁
レ
﹂
が
一
︑
そ
の

他
が
四
で
あ
っ
た
︒
こ
こ
で
は
男
女
共
に
そ
れ
ぞ
れ
が
重
複
す
る
こ
と
も

あ
っ
た
︒
こ
れ
を
見
て
も
男
女
と
も
に
﹁
ラ
イ
﹂
が
最
も
多
く
使
わ
れ
て

お
り
︑
反
対
に
﹁
レ
﹂
は
女
性
の
み
に
使
わ
れ
て
い
た
︒
こ
れ
に
よ
り
︑

調
査
地
点
ご
と
に
考
え
た
場
合
は
ど
ち
ら
と
も
判
断
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
が
︑
全
体
を
通
し
て
整
理
し
て
み
る
と
︑
男
女
に
よ
る
使
い
分
け
は
存

在
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
る
︒

そ
し
て
︑
話
者
に
と
っ
て
︑
相
手
と
自
分
の
関
係
性
と
い
う
も
の
は
こ

と
ば
遣
い
や
訛
り
の
有
無
に
影
響
が
深
い
で
あ
ろ
う
こ
と
が
考
え
ら
れ

る
︒
年
齢
差
の
点
で
も
述
べ
た
が
︑
相
手
が
同
じ
訛
り
で
話
す
︑
親
し
い

相
手
で
あ
る
︑
と
い
う
二
つ
の
点
が
あ
れ
ば
方
言
を
話
す
と
答
え
た
︒
ま

た
︑
目
上
・
同
年
輩
・
目
下
か
も
要
因
の
一
つ
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ

う
︒
こ
の
違
い
に
よ
っ
て
こ
と
ば
遣
い
を
配
慮
す
る
こ
と
は
生
活
の
中
で

誰
も
が
行
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑
こ
の
表
現
は
相
手
に
通
じ
る
こ

と
︑
相
手
が
自
分
に
親
し
い
間
柄
で
あ
る
こ
と
が
話
さ
れ
る
条
件
と
し
て

挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
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第
四
節

現
在
の
話
者
の
使
用
と
こ
と
ば
へ
の
意
識

調
査
結
果
に
よ
る
と
︑
話
者
に
よ
っ
て
は
理
解
で
き
る
が
自
身
は
使
わ

な
い
と
い
う
回
答
が
見
ら
れ
た
︒

そ
の
理
由
と
し
て
︑
第
一
に
結
婚
・
仕
事
な
ど
の
さ
ま
ざ
ま
な
理
由
で

他
の
地
域
か
ら
移
住
し
て
き
た
人
が
い
る
︒
そ
う
し
た
人
々
に
よ
っ
て
熊

野
方
言
に
そ
の
他
の
方
言
が
混
じ
り
︑
そ
の
土
地
の
純
粋
な
方
言
と
他
の

方
言
が
混
同
し
て
し
ま
う
こ
と
が
あ
る
︒
あ
る
い
は
最
初
に
述
べ
た
理
由

と
は
逆
に
そ
の
土
地
の
者
が
他
の
地
域
に
移
住
し
て
し
ま
う
こ
と
も
考
え

ら
れ
る
︒
こ
の
移
住
し
た
者
が
再
び
戻
っ
て
き
て
も
︑
そ
の
者
は
他
の
地

域
の
方
言
に
影
響
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
︒
そ
の
全
て
に
当
て
は
ま
る
わ

け
で
は
な
い
が
︑
純
粋
な
方
言
は
失
わ
れ
て
い
る
こ
と
が
少
な
く
な
い
と

考
え
ら
れ
る
︒
こ
の
理
由
は
勧
誘
表
現
が
複
数
混
在
し
て
い
た
件
で
も
述

べ
た
が
︑
結
果
と
し
て
は
同
様
の
こ
と
で
あ
る
と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

第
二
に
は
テ
レ
ビ
や
ラ
ジ
オ
な
ど
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
に
よ
り
標
準
語
の

流
入
が
簡
単
に
行
わ
れ
た
こ
と
で
あ
る
︒
純
粋
な
方
言
に
他
の
方
言
が
混

同
す
る
と
い
う
現
象
は
初
め
に
述
べ
た
原
因
と
共
通
す
る
こ
と
で
も
あ
る

が
︑
こ
と
ば
の
入
り
込
む
媒
体
が
異
な
る
点
で
区
別
し
て
お
く
︒

二
つ
の
理
由
で
話
者
の
意
識
は
比
較
的
若
い
世
代
に
多
い
と
い
う
こ
と

に
あ
る
よ
う
だ
が
︑
そ
れ
は
何
も
若
い
世
代
に
限
っ
た
こ
と
で
は
な
い
︒

飛
鳥
で
六
十
七
歳
の
女
性
は
飛
鳥
に
住
ん
で
い
る
が
元
々
松
阪
出
身
で
︑

結
婚
を
機
に
移
住
し
て
き
た
︒
こ
の
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
こ
と
ば
の
意
味
や

表
現
は
わ
か
る
が
︑
自
分
自
身
が
全
て
使
う
わ
け
で
は
な
い
と
答
え
た
︒

ま
た
︑
有
馬
で
は
六
十
五
歳
の
女
性
も
同
様
の
回
答
が
得
ら
れ
た
︒
こ
の

よ
う
に
︑
年
齢
の
高
い
世
代
で
も
方
言
を
使
わ
な
く
な
っ
て
き
て
い
る
︒

質
問
の
中
で
も
︑﹁
方
言
は
古
い
こ
と
ば
だ
﹂
と
い
う
意
見
も
複
数
あ
っ

た
︒
つ
ま
り
︑
共
通
語
あ
る
い
は
標
準
語
が
﹁
今
の
こ
と
ば
﹂
で
︑
方
言

が
﹁
昔
の
こ
と
ば
﹂
と
受
け
止
め
ら
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
︒
そ
う

し
た
中
で
も
多
く
の
人
々
の
目
に
通
り
や
す
い
地
域
の
イ
ベ
ン
ト
な
ど
の

題
に
使
う
こ
と
で
知
る
機
会
を
増
や
そ
う
と
し
て
い
る
︒
そ
の
こ
と
は
飛

鳥
で
は
飛
鳥
地
域
ま
ち
づ
く
り
協
議
会
が
ふ
る
さ
と
の
こ
と
ば
の
会
を
つ

く
り
︑
飛
鳥
の
方
言
を
ま
と
め
た
﹁
ふ
る
さ
と
の
こ
と
ば
︵
飛
鳥
の
方

言
︶
﹂
に
も
述
べ
ら
れ
て
い
る
︒
そ
の
ま
え
が
き
か
ら
の
抜
粋
で
あ
る
︒

�
ふ
る
さ
と
の
こ
と
ば
�
は
﹁
わ
が
ふ
る
さ
と
﹂
に
感
謝
と
誇
り

を
持
ち
な
が
ら
︑
汗
し
た
生
活
︑
そ
の
中
で
の
心
の
大
小
の
動
き
な

ど
︑
地
域
の
人
々
の
生
活
の
一
切
が
沁
み
こ
ん
だ
�
ふ
る
さ
と
に
固

有
の
こ
と
ば
�
で
す
︒

こ
の
よ
う
に
﹁
ふ
る
さ
と
の
こ
と
ば
﹂
は
今
ま
で
の
生
活
を
振
り
返
り
︑

楽
し
く
読
ん
で
も
ら
お
う
と
い
う
目
的
で
作
成
さ
れ
た
︒
そ
れ
ら
の
こ
と

は
地
域
の
文
化
と
密
接
に
関
わ
る
方
言
を
保
存
す
る
た
め
の
活
動
の
一
つ

と
言
え
る
だ
ろ
う
︒

若
い
世
代
に
か
け
て
意
識
が
薄
れ
て
い
る
一
方
で
︑
こ
の
よ
う
に
方
言

に
注
目
す
る
動
き
も
高
ま
っ
て
き
て
い
る
よ
う
で
あ
る
︒
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第
四
章

熊
野
市
域
で
使
わ
れ
る
勧
誘
表
現

﹁
ラ
イ
﹂
に
つ
い
て
の
ま
と
め

熊
野
で
使
わ
れ
る
方
言
の
中
で
勧
誘
表
現
の
﹁
ラ
イ
﹂
に
つ
い
て
調
査

し
て
き
た
︒
こ
の
﹁
ラ
イ
﹂
は
﹁
⁝
⁝
し
よ
う
﹂
と
相
手
を
誘
う
言
い
方

で
︑
主
に
三
重
県
の
南
か
ら
和
歌
山
県
の
南
部
に
か
け
て
広
が
る
表
現
で

あ
る
︒
先
行
研
究
か
ら
︑
こ
の
表
現
は
多
く
文
末
助
詞
で
あ
る
と
言
わ
れ

て
い
た
が
︑
そ
う
で
は
な
く
て
助
動
詞
の
こ
と
ば
で
あ
る
と
考
え
る
︒
そ

れ
は
助
動
詞
の
﹁
う
﹂
﹁
よ
う
﹂
と
﹁
ラ
イ
﹂
が
同
じ
よ
う
に
勧
誘
の
意

味
を
持
ち
︑
接
続
の
方
法
で
も
主
に
動
詞
の
未
然
形
の
う
ち
意
志
を
表
す

形
に
接
続
す
る
と
い
う
共
通
点
が
見
ら
れ
た
か
ら
で
あ
る
︒

熊
野
市
の
調
査
で
は
︑
勧
誘
表
現
﹁
︱
ラ
イ
﹂
に
は
﹁
ラ
イ
﹂﹁
ラ
﹂﹁
レ
﹂

﹁
ラ
エ
﹂
な
ど
の
複
数
の
表
現
が
見
ら
れ
︑
調
査
し
た
地
点
で
の
違
い
も

存
在
し
た
︒
調
査
項
目
の
こ
と
ば
に
よ
る
違
い
も
見
ら
れ
た
が
︑
多
く
は

﹁
ラ
イ
﹂
が
全
体
的
に
分
布
し
て
お
り
︑
そ
れ
以
外
の
﹁
ラ
﹂﹁
レ
﹂﹁
ラ
エ
﹂

も
﹁
ラ
イ
﹂
ほ
ど
多
く
は
な
い
が
い
く
つ
か
の
地
点
で
見
ら
れ
た
︒
ま
た
︑

勧
誘
の
意
味
を
含
む
言
い
方
で
は
こ
の
﹁
ラ
イ
﹂
系
の
こ
と
ば
以
外
の

﹁
カ
﹂
な
ど
も
見
ら
れ
た
︒

第
一
章
で
挙
げ
た
勧
誘
表
現
﹁
ラ
イ
﹂
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
て
︑
今

回
の
調
査
結
果
に
照
ら
し
合
わ
せ
て
み
る
と
︑
い
く
つ
か
の
相
違
点
が
見

ら
れ
た
︒

ま
ず
︑
調
査
し
た
結
果
の
分
布
に
も
あ
る
よ
う
に
勧
誘
の
待
遇
表
現
に

明
確
な
違
い
は
な
く
︑
熊
野
市
で
調
査
し
た
全
て
の
地
点
で
の
使
い
分
け

は
話
さ
れ
て
い
な
い
︒
ま
た
︑
男
女
の
性
差
は
あ
る
も
の
の
︑
全
て
に
当

て
は
ま
る
わ
け
で
は
な
く
︑
地
域
で
の
違
い
も
見
ら
れ
た
︒

方
言
を
話
す
話
者
の
意
識
と
し
て
は
︑
互
い
に
同
じ
表
現
が
通
じ
る
︑

ま
た
は
︑
同
じ
方
言
で
話
す
相
手
で
あ
る
こ
と
や
︑
自
分
と
親
し
い
相
手

で
あ
る
こ
と
な
ど
が
条
件
と
し
て
見
受
け
ら
れ
る
︒

複
数
の
地
点
で
﹁
ラ
イ
﹂
の
い
く
つ
か
の
表
現
︑
あ
る
い
は
そ
れ
以
外

の
表
現
が
混
在
し
て
い
る
こ
と
が
見
ら
れ
る
︒
そ
れ
に
は
他
の
地
域
の
言

い
方
が
流
入
さ
れ
た
こ
と
が
一
つ
の
原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
る
の
で
は
な

い
か
︒
例
え
ば
第
三
節
に
挙
げ
た
よ
う
に
︑
人
の
移
住
に
よ
る
こ
と
ば
の

定
着
や
混
同
な
ど
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
︒

注
︵
１
︶
丹
羽
一
彌
氏
﹃
三
重
の
こ
と
ば
﹄
︵
﹁
日
本
の
こ
と
ば
シ
リ
ー
ズ

﹂
︑
平
成
十
二
年
十
月
︑
明
治
書
院
︶

24

︵
２
︶
丹
羽
一
彌
氏
﹃
日
本
語
﹁
終
助
詞
﹂
の
分
類
﹄
︵
﹁
人
文
科
学
論
集

文
化
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
学
科
編
﹂
平
成
十
五
年
三
月
︶

︵
３
︶
楳
垣
実
氏
﹃
熊
野
こ
と
ば
﹄
︵
﹁
三
重
県
方
言
﹂
第
八
号

紀
勢
線

全
通
記
念
特
集
号
︑
昭
和
三
十
四
年
七
月
︶
︑
﹃
近
畿
方
言
の
総
合
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的
研
究
﹄
︵
昭
和
三
十
七
年
三
月
︑
三
省
堂
︶

︵
４
︶
前
川
俊
一
氏
﹃
熊
野
市
木
本
方
言
ノ
ー
ト
﹄
︵
﹁
熊
野
誌
﹂
第

二
十
一
号
︑
昭
和
五
十
年
十
二
月
︑
こ
こ
で
は
﹁
国
語
学
論
説
資

料
﹂
十
八
に
よ
る
︶

︵
５
︶
福
田
学
氏
﹃
熊
野
方
言
に
お
け
る
文
末
辞
に
つ
い
て
︵
熊
野
市
・

南
牟
婁
郡
︶
﹄
︵
﹁
三
重
県
方
言
﹂
第
八
号
︑
昭
和
三
十
四
年
七
月
︶

︵
６
︶
藤
原
与
一
氏
﹃
方
言
文
末
詞
︿
文
末
助
詞
﹀
の
研
究
︵
下
︶
﹄︵
﹁
昭

和
日
本
語
方
言
の
総
合
的
研
究
﹂
第
三
巻
︑
昭
和
六
十
一
年
九

月
︶
︑
﹃
日
本
語
表
現
法
の
文
末
助
詞

︱

そ
の
存
立
と
生
成

︱
﹄

︵
﹁
国
語
学
﹂
第
十
一
輯
︑
昭
和
二
十
八
年
一
月
︶

︵
７
︶
桐
本
逸
鬼
氏
﹁
熊
野
の
方
言
あ
れ
こ
れ
﹂
︵
﹁
熊
野
誌
﹂
第
四
十

号
︑
平
成
六
年
十
二
月
︶

︵
８
︶
柳
田
国
男
氏
﹃
毎
日
の
言
葉
﹄
︵
昭
和
二
十
四
年
五
月
︑
創
元
社
︶

︵
９
︶
上
山
景
一
氏
﹃
紀
州
方
言
の
動
詞
﹄
︵
﹁
国
語
研
究
﹂
第
三
巻
五

号
︑
昭
和
十
年
五
月
︶

︵

︶
日
本
国
語
大
辞
典

第
二
版

編
集
委
員
会

小
学
館
国
語
辞
典

10

編
集
部
﹃
日
本
国
語
大
辞
典
﹄
︵
第
二
版

第
二
巻
︑
平
成
十
三

年
二
月
︑
小
学
館
︶

︵

︶﹃
熊
野
市
オ
フ
ィ
シ
ャ
ル
サ
イ
ト
﹄︵
h
ttp
:/
/
w
w
w
.city
.k
u
m
a
n
o
.

11

m
ie
.jp
/
in
d
e
x
.h
tm
l︑
平
成
二
十
四
年
十
一
月
二
十
三
日
︑
十
時

四
十
分
頃
︶

︵

︶
﹃
熊
野
市
記
念
通
り
商
店
街
振
興
組
合
﹄
︵
h
ttp
:/
/
k
u
m
a
n
o
-

12

ik
o
ra
i.jim
d
o
.co
m
/
︑
平
成
二
十
四
年
十
二
月
二
十
日
︑
十
三
時

三
十
分
頃
︶

︵
ま
つ
だ

ま
き
・
三
重
県
立
昂
学
園
高
等
学
校
舎
監
︶

︻
編
輯
委
員
会
注
︼
本
論
文
は
︑
平
成
二
十
四
年
度
皇
學
館
大
學
人
文
學

會
奨
励
賞
受
賞
論
文
で
あ
る
︒

熊
野
市
域
の
言
語
研
究
︵
松
田
︶

―55―


