
二
言
語
の
比
較
に
お
け
る
方
言
の
問
題

大

野

晋

　
日
本
語
の
方
言
と
さ
れ
て
い
る
単
語
を
個
々
に
調
べ
て
み
る
と
、

古
い
文
献
に
そ
の
例
が
あ
る
が
、
文
献
上
で
は
そ
れ
が
途
絶
え
て

し
ま
っ
て
、
今
日
の
方
言
に
だ
け
例
の
見
え
る
も
の
が
あ
る
。
例

え
ば
オ
ラ
ブ
と
い
う
単
語
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
　
ワ
　
ビ

　
オ
ラ
ブ
と
い
う
単
語
は
、
万
葉
集
に
「
天
仰
ぎ
叫
び
於
良
批
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
ラ
ブ

（
万
葉
｝
八
〇
九
）
と
あ
る
他
、
日
本
書
紀
の
訓
に
「
突
声
」
が

あ
り
、
平
安
時
代
に
入
っ
て
か
ら
の
金
光
明
最
勝
王
経
（
西
大
寺

本
）
に
、
「
手
を
挙
げ
て
号
叫
（
オ
ラ
ビ
サ
ケ
ビ
）
契
き
」
と
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
こ
れ
は
そ
の
後
の
文
献
に
見
え
な
い
よ
う
で
、
仮

名
文
学
に
は
言
う
ま
で
も
な
く
、
類
聚
名
義
抄
、
色
葉
字
類
抄
な

ど
に
も
見
え
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
室
町
時
代
末
の
「
日
葡
辞
書
」
に
ヲ
ラ
ビ
、
ヲ
ラ

ブ
の
形
で
見
え
、
　
「
大
声
で
わ
め
く
」
と
あ
る
。
こ
れ
が
江
戸
時

代
の
「
物
類
称
呼
」
に
は

　
　
お
め
き
さ
け
ぶ
と
云
詞
の
か
は
り
に
、
九
州
及
四
国
に
て
、

　
　
お
ら
ぶ
と
云

と
あ
り
、
　
「
浜
荻
」
に
も

　
　
お
ら
ぶ
　
大
音
に
て
呼
は
る
こ
と
な
り

と
あ
る
。

　
こ
れ
が
現
代
の
方
言
で
は
「
呼
ぶ
」
意
で
次
の
地
方
で
使
わ
れ

る
。　

　
大
阪
府
・
淡
路
・
徳
島
県
・
香
川
県
・
愛
媛
県
・
高
知
県
・

　
　
岡
山
県
・
広
島
県
・
由
口
県
・
島
根
県
・
福
岡
県
・
長
崎
県

　
　
佐
賀
県
・
熊
本
県
・
大
分
県
・
宮
崎
県
・
鹿
児
島
県

　
ま
た
、
　
「
大
声
で
泣
く
」
意
と
し
て
は
次
の
県
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。
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島
根
県
・
徳
島
県

　
こ
れ
ら
の
方
言
は
区
域
も
広
い
し
、
上
代
の
文
献
に
「
オ
ラ
ブ
」

が
あ
る
か
ら
、
古
語
の
残
存
と
分
か
る
が
、
も
し
、
上
代
中
古
の
文

献
が
亡
び
て
い
た
ら
ど
う
だ
ろ
う
。
果
た
し
て
オ
ラ
プ
を
古
語
と

た
や
す
く
認
定
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

　
例
え
ば
ホ
タ
ル
と
い
う
動
詞
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
投
げ
る
。
捨

て
る
。
人
を
投
げ
倒
す
」
と
い
う
意
味
で
、
福
岡
県
・
佐
賀
県
。

大
分
県
・
長
崎
県
・
鹿
児
島
県
・
愛
媛
県
・
高
知
県
及
び
山
口
県

に
分
布
し
て
い
る
。
つ
ま
り
九
州
全
域
、
四
国
と
中
国
地
方
の
西

部
に
分
布
し
て
い
る
。

　
分
布
だ
け
を
見
る
と
、
こ
れ
は
オ
ラ
プ
と
ほ
ぼ
同
｝
で
あ
る
。

し
か
し
、
ホ
タ
ル
に
は
古
語
の
例
証
が
な
い
。
そ
こ
が
違
う
。

　
と
こ
ろ
が
、
日
本
語
と
タ
ミ
ル
語
と
を
比
較
す
る
と
、
タ
ミ
ル

語
に
は
ロ
H
9
。
署
β
と
い
う
動
詞
が
あ
る
。
「
叫
ぶ
、
大
声
を
立
て

さ
せ
る
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
タ
ミ
ル
語
の
u
の
音
は
、
日
本

語
の
b
の
音
に
対
応
す
る
か
ら
、
賃
冨
署
賃
は
、
日
本
語
の
び
冨

げ
信
に
対
応
す
る
。
ま
た
、
日
本
語
7
0
寅
「
ロ
は
、
タ
ミ
ル
語
の

℃
O
マ
ロ
に
音
形
の
上
で
は
対
応
す
る
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
が
、
タ

ミ
ル
語
O
O
亨
ロ
の
意
味
は
「
投
げ
落
と
す
、
短
い
距
離
を
投
げ
る
、

捨
て
る
、
あ
る
場
所
に
置
く
」
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
ぎ
け
止
崖

と
O
O
晒
出
と
は
対
応
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
こ
う
し
た
場
合
、

日
本
語
ホ
タ
ル
を
古
い
言
葉
だ
と
認
定
で
き
る
か
ど
う
か
が
聞
題

な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
を
考
え
る
｝
つ
の
材
料
と
な
る
よ
う
な
例
を

出
し
て
み
よ
う
。

　
タ
ミ
ル
語
に
℃
舞
虚
§
と
い
う
単
語
が
あ
る
。
そ
の
意
味
は
、

　
　
　
　
　
　
　
●

「
タ
ミ
ル
語
大
辞
典
」
に
次
の
よ
う
に
書
い
て
あ
る
。

　
　
1
　
着
物
の
布
。
　
2
　
色
を
ぬ
っ
た
、
色
刷
り
の
布
。

　
　
3
　
コ
ー
ト
、
ジ
ャ
ケ
ッ
ト
。
　
4
　
上
着
。
　
5
　
体
。

　
　
6
　
絵
、
地
図
。
　
7
　
カ
ー
テ
×
テ
ン
ト
の
周
り
の
幕
。

　
　
8
　
大
き
な
ノ
ボ
リ
。
　
9
　
目
印
と
な
る
旗
、
国
旗
な
ど
。

　
タ
ミ
ル
語
の
℃
9
。
サ
鋤
ヨ
に
対
応
す
る
日
本
語
の
語
形
は
、
現
代

語
で
表
記
す
れ
ば
ゴ
£
9
学
9
で
あ
る
。
げ
雲
山
と
い
う
語
形
で
、
前

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
に
た

記
O
母
止
ヨ
に
対
応
す
る
意
味
を
持
つ
語
を
求
め
れ
ば
、
「
旗
」

が
ま
ず
挙
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
「
旗
」
（
匿
け
9
。
）
　
と
い
う
と
、

今
日
の
我
々
は
手
に
手
に
持
つ
小
旗
を
思
い
浮
か
べ
る
だ
ろ
う
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
わ
た
つ
み

し
か
し
、
ハ
タ
と
い
う
言
葉
は
、
万
葉
集
で
は
「
大
海
の
豊
旗
雲
」

と
使
わ
れ
て
い
る
よ
う
に
、
大
き
く
な
び
く
も
の
を
言
っ
た
。
類

聚
名
義
抄
を
見
る
と
、
「
幟
。
樹
・
硫
。
務
－
・
旛
。
旋
・
旗
」
に

ハ
タ
の
訓
が
あ
る
。
幟
は
目
じ
る
し
の
た
め
の
ノ
ボ
リ
。
伺
は
色

の
つ
い
た
布
に
、
字
や
模
様
を
か
い
た
ノ
ボ
リ
。
硫
は
吹
き
な
が

し
。
舜
は
お
そ
ら
く
旛
で
、
ハ
タ
に
つ
け
る
島
で
あ
る
。
旛
は
広

げ
た
ハ
タ
。
鹿
は
先
端
が
二
つ
に
分
か
れ
た
吹
き
流
し
。
旗
は
行

軍
の
と
き
に
押
し
た
て
る
軍
旗
。
い
ず
れ
も
長
く
大
き
い
目
立
つ

2



も
の
を
い
う
。
こ
れ
ら
の
ハ
タ
は
、
タ
ミ
ル
語
℃
9
。
学
9
。
ヨ
が
持
つ

「
彩
色
し
た
布
。
大
き
な
ノ
ボ
リ
。
目
印
と
な
る
旗
、
国
旗
な
ど
己

と
い
う
意
味
と
、
ぴ
っ
た
り
一
致
す
る
こ
と
が
分
か
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
前
記
の
通
り
、
「
タ
ミ
ル
語
大
辞
典
』
は
O
匿
由
ヨ

に
つ
い
て
、
ま
ず
「
着
物
の
た
め
の
布
」
と
い
う
訳
語
を
挙
げ
て

い
る
。
で
は
、
日
本
語
ハ
タ
に
は
、
そ
う
し
た
意
味
は
無
い
の
か

ど
う
か
。

　
ハ
タ
オ
り
と
い
う
言
葉
が
あ
る
。
こ
れ
は
「
機
織
」
と
漢
字
を

あ
て
る
の
が
普
通
で
、
ハ
タ
は
「
機
」
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
て

い
る
。
類
聚
名
義
抄
に
も
「
機
」
ハ
タ
と
あ
る
。
し
か
し
、
古
歌

の
ハ
タ
の
例
の
中
に
は
、
次
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。

　
　
女
鳥
の
　
わ
が
大
君
の
　
織
う
す
は
た
　
誰
が
料
（
た
ね
）

　
　
う
か
も
　
　
（
古
事
記
歌
謡
六
六
）

　
こ
こ
の
「
織
う
す
は
た
」
は
、
「
織
っ
て
い
ら
っ
し
ゃ
る
布
」

の
意
に
相
違
な
い
。

　
　
佐
保
姫
の
面
影
さ
ら
ず
織
る
は
た
の
霞
裁
ち
着
る
春
の
野
辺

　
　
か
な
　
　
（
新
勅
撰
集
一
八
）

　
こ
の
歌
の
意
味
は
「
春
の
女
神
で
あ
る
佐
保
姫
の
面
影
と
と

も
に
織
る
布
で
あ
る
霞
を
裁
断
し
て
、
自
分
の
着
物
と
し
て
着
る

春
の
野
辺
の
遊
び
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
　
水
ひ
き
の
白
糸
は
へ
て
織
る
は
た
は
旅
の
衣
に
裁
ち
や
重
ね

　
　
ん
（
後
撰
集
ご
二
五
六
）

　
こ
の
歌
の
意
味
は
「
白
糸
を
引
き
の
ば
し
て
織
る
布
は
、
旅
の

衣
と
し
て
裁
ち
縫
っ
て
重
ね
て
着
る
こ
と
だ
ろ
う
な
」
と
い
う
こ

と
で
あ
る
。

　
　
青
柳
の
糸
織
り
は
へ
て
織
る
は
た
を
い
つ
れ
の
山
の
う
ぐ
ひ

　
　
す
か
着
る
　
　
（
後
撰
集
五
八
）

　
こ
の
歌
は
「
青
柳
の
糸
を
織
っ
て
伸
ば
し
織
り
あ
げ
る
布
を
、

何
処
の
山
の
う
ぐ
い
す
が
着
物
と
し
て
着
る
だ
ろ
う
か
」
と
い
う

意
味
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
歌
を
見
る
と
、
　
「
織
る
は
た
」
の
ハ
タ
は
、
織
物
の

た
あ
の
機
械
と
か
道
具
で
は
な
く
、
織
り
上
げ
た
布
（
着
物
の
生

地
）
で
あ
る
。
こ
れ
は
ま
さ
し
く
、
タ
ミ
ル
語
唱
障
出
ヨ
の
第
一

の
意
味
で
あ
る
「
着
る
た
め
の
布
」
と
対
応
し
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
日
本
語
ハ
タ
は
本
来
「
着
物
の
生
地
」
で
あ
っ
た
の

だ
が
、
そ
れ
が
使
わ
れ
て
い
る
う
ち
に
、
　
「
布
」
に
は
別
語
の
ヌ

ノ
と
い
う
語
が
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
（
そ
の
由
来
は
今
の
と
こ

ろ
不
明
で
あ
る
が
）
、
ハ
タ
オ
リ
と
い
え
ば
「
布
を
織
る
」
こ
と

で
あ
っ
た
の
に
、
　
「
ハ
タ
」
は
そ
の
「
織
る
た
め
の
道
具
」
の
意

に
移
行
し
、
ハ
タ
オ
り
で
「
機
械
で
織
る
こ
と
」
の
意
味
と
と
ら

れ
る
に
至
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
タ
ミ
ル
語
℃
9
。
学
①
ヨ
は
、
　
「
布
」
「
旗
」
と
い

う
意
味
で
日
本
語
の
訂
学
9
。
と
対
応
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
「
タ

ミ
ル
語
大
辞
典
」
を
見
る
と
、
別
項
に
℃
o
噌
Ω
。
ヨ
が
あ
り
、
そ
こ
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に
は
「
コ
ブ
ラ
の
笠
。
凧
（
た
こ
）
」
と
い
う
訳
語
が
与
え
て
あ

る
。
『
タ
ミ
ル
語
大
辞
典
」
の
編
者
た
ち
は
、
忌
学
薗
ヨ
の
「
凧
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

と
い
う
意
味
は
、
　
「
布
」
や
「
の
ぼ
り
」
と
は
関
係
が
な
い
と
見

て
別
項
に
扱
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
　
「
の
ぼ
り
」
　
「
吹
き

流
し
」
は
、
高
く
あ
げ
て
風
に
当
て
、
ひ
ら
ひ
ら
と
布
が
ゆ
れ
る

の
を
人
々
に
見
せ
る
も
の
で
あ
る
。
考
え
て
み
れ
ば
「
凧
」
も
ま

た
風
の
カ
を
使
っ
て
高
く
上
げ
、
目
立
た
せ
る
も
の
で
あ
る
の
み

な
ら
ず
、
　
「
色
を
ぬ
っ
た
布
や
紙
」
を
材
料
と
し
て
制
作
さ
れ
る

も
の
で
あ
る
。
し
て
み
れ
ば
「
凧
」
と
「
の
ぼ
り
」
「
吹
き
流
し
」

は
、
実
は
共
通
点
の
極
め
て
多
い
も
の
で
あ
り
、
む
し
ろ
類
似
の

も
の
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
音
の
形
が
同
一
で
あ
る
以
上
℃
9
・
ρ
ヨ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

は
「
布
」
　
「
旗
」
　
「
凧
」
と
い
う
意
味
を
持
つ
一
つ
の
単
語
と
見

な
す
方
が
適
当
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
そ
こ
で
日
本
語
の
方
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。

　
東
條
操
先
生
の
『
全
国
方
言
辞
典
』
を
見
る
。

　
は
た
　
①
幟
。
の
ぼ
り
。
盛
岡
（
御
国
通
辞
）

　
　
　
　
②
凧
。
た
こ
。
　
盛
岡
（
御
国
通
辞
）
・
伊
勢
及
び
長

　
　
　
　
　
　
　
　
　
崎
（
物
類
称
呼
）
・
青
森
県
五
戸
・
秋
田

　
　
　
　
　
　
　
　
　
県
鹿
角
郡
・
長
崎

と
あ
る
。
　
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
の
ハ
タ
の
項
に
は
、
右
の
他
、

熊
本
県
天
草
島
が
挙
げ
て
あ
り
、
　
「
東
海
道
中
膝
栗
毛
六
・
上
」

の
次
の
文
例
が
引
用
し
て
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
く
　
　
　
わ

　
　
お
ま
え
良
か
は
た
。
吾
し
ょ
振
り
捨
て
て
、
よ
ん
に
よ
う
（
大

　
　
分
）
し
や
ん
す
（
色
女
）
と
ち
ぎ
ら
ん
す

　
こ
こ
に
使
わ
れ
て
い
る
ハ
タ
は
凧
の
意
で
、
　
「
お
前
は
よ
い
凧

だ
」
の
意
で
あ
る
。

　
右
に
あ
げ
ら
れ
て
い
る
他
に
、
友
人
館
野
繁
君
に
よ
る
と
、
彼

の
郷
里
福
島
県
福
島
市
で
も
、
以
前
は
「
凧
あ
げ
」
を
「
ハ
タ
ゲ
」

と
言
っ
て
い
た
と
い
う
。

　
し
て
み
る
と
、
タ
ミ
ル
語
冨
7
勉
§
（
凧
）
と
日
本
語
冨
7
”

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
●

と
は
確
か
に
対
応
し
て
い
る
。

　
右
の
三
つ
の
訳
語
の
う
ち
、
ハ
タ
が
「
布
」
を
意
味
す
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
例
え
ば
「
日
本
国
語
大
辞
典
』
は
、
　
「
織
物
の
総

称
」
と
い
う
訳
語
を
与
え
て
は
い
る
が
、
実
は
ハ
タ
は
「
織
る
機

械
」
と
す
る
方
に
解
説
の
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
。
事
実
、
室
町

時
代
の
『
日
葡
辞
書
』
を
見
る
と
、
凄
鐙
　
の
項
に

　
　
ハ
タ
（
機
）
　
織
機
。
ま
た
織
機
の
経
糸
（
た
て
い
と
）

　
　
ハ
タ
（
旗
、
族
）
　
旗
。

と
あ
っ
て
、
こ
こ
に
は
「
布
」
と
い
う
訳
語
は
な
い
。
つ
ま
り
、

ハ
タ
を
「
布
」
と
解
す
る
こ
と
は
、
｝
般
に
は
失
わ
れ
た
の
で
あ

る
。
そ
し
て
、
こ
こ
に
は
「
凧
」
と
す
る
解
も
な
い
。
　
「
凧
」
の

意
は
方
言
的
に
地
方
に
だ
け
残
存
し
て
、
都
で
は
消
え
て
し
ま
っ

た
。　

こ
う
い
う
場
合
、
も
し
文
献
的
に
ハ
タ
が
「
布
」
　
「
旗
」
の
意
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だ
と
い
う
例
が
残
存
せ
ず
、
方
言
と
し
て
の
ハ
タ
筒
凧
だ
け
が
残

存
し
た
と
す
れ
ば
、
我
々
は
こ
れ
を
タ
ミ
ル
語
O
£
。
学
9
。
ヨ
の
中
の

「
凧
」
の
意
と
直
ち
に
対
応
語
と
し
て
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ

ろ
う
か
。

　
O
葺
由
ヨ
の
場
合
は
、
た
ま
た
ま
そ
の
三
つ
の
代
表
的
な
意
味

の
ー
、
布
。
2
、
旗
、
の
ぼ
り
。
3
、
凧
。
の
三
つ
と
も
が
日
本

語
と
対
底
し
て
い
る
。
そ
れ
に
よ
っ
て
こ
の
三
つ
の
意
味
が
一
つ

の
源
か
ら
分
化
し
た
も
の
だ
と
推
定
す
る
こ
と
も
で
き
た
。
も
し

タ
ミ
ル
語
唱
゜
。
学
9
。
ヨ
が
対
応
語
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
来
な
か

っ
た
ら
、
ハ
タ
の
持
っ
「
機
」
「
旗
」
「
凧
」
と
い
う
三
つ
の
意

味
を
我
々
は
一
源
の
も
の
と
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。

お
そ
ら
く
そ
れ
は
不
可
能
で
あ
る
。

　
つ
ま
り
、
「
バ
タ
ー
1
（
凧
）
」
と
い
う
場
合
は
そ
れ
が
タ
ミ
ル

語
と
結
び
つ
け
て
理
解
で
き
る
の
は
、
他
の
意
味
と
の
関
連
を
見

出
せ
る
か
ら
で
あ
っ
て
、
そ
れ
だ
け
が
残
っ
た
の
で
は
、
対
応
の

証
明
と
し
て
は
極
め
て
む
つ
か
し
い
こ
と
に
な
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
る
な
ら
ば
、
対
応
の
材
料
と
し
て
の
方
言
に

は
、
い
ろ
い
ろ
な
場
合
が
あ
る
こ
と
が
分
か
る
が
、
し
か
し
、
だ

か
ら
と
い
っ
て
、
何
で
も
結
び
つ
け
て
よ
い
か
ど
う
か
は
極
め
て

疑
問
だ
と
い
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
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