
忌
言
葉
一「

ヒ

ロ
シ
マ

へ
行
く
」

に
み
る
他
界
の
認
識
像
と
そ
の
変
化

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

千

明

口

は
じ
め
に

西
日
本
の
一
部
で
は
、
人
が
死
去
し
た
こ
と
を
「
あ
の
人
は
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
っ
た
」
と
表
現
す
る
場
合
が
あ
る
。
所
に
よ
っ
て
は
、

「
あ
の
人
は
ヒ
ロ
シ
マ
へ
茶
を
買
い
に
行
っ
た
」
な
ど
と
も
用
い
る
。
こ
の
言
葉
を
用
い
る
人
々
に
と
っ
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
死
後
の

行
先
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
表
現
は
、

「
死
ん
だ
」
と
い
う
直
接
的
で
不
吉
な
響
き
の
あ
る
言
葉
を
避
け
、
そ

の
代
わ
り
と
し
て
用
い
る
一
種
の
忌
言
葉
(
い
み
こ
と
ば
〉
ハ
1
〉
で
あ
る
。
し
か
し
、

い
っ
た
い
な
ぜ
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
死
後
の
世
界
と
し

て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
検
討
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。

こ
の
言
葉
の
存
在
が
学
界
に
紹
介
さ
れ
た
の
は
、
昭
和
二
一
(
一
九
三
七
)
年
、
山
口
麻
太
郎
に
よ
る

『
続
壱
岐
島
方
言
集
』

(
2
〉
が

公
刊
さ
れ
た
時
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
続
い
て
、
同
年
、
そ
の
記
述
に
柳
田
国
男
が
注
目
し
、
自
ら
の
資
料
を
も
合
わ
せ
て
、

『
民
間
伝
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承
』
誌
上
に
「
広
島
ヘ
煙
草
を
買
ひ
に
」
(
与
と
い
う
論
考
を
発
表
し
た
。
し
か
し
、

管
見
の
限
り
で
は
、
そ
の
後
こ
の
間
題
に
関
す
る

議
論
が
活
発
化
し
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。
俗
信
に
関
す
る
民
俗
学
的
論
考
の
な
か
で
こ
の
表
現
が
紹
介
さ
れ
た
り
ハ
る
、
民
俗
誌
の
な
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か
で
、
時
折
こ
の
表
現
の
存
在
が
指
摘
さ
れ
た
り
ハ
与
し
て
き
で
は
い
る
が
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」

と
い
う
言
葉
に
関
し
て
い
え
ば
、

論
考
と
い
う
よ
り
は
資
料
紹
介
に
留
ま
る
感
が
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
、
最
近
に
な
っ
て
こ
の
傾
向
が
変
わ
っ
て
き
た
。
ま
ず
、
地
理
学
の
分
野
か
ら
、
横
山
昭
市
が
こ
の
言
葉
に
注
目
し
た

τ)O

す
な
わ
ち
、
横
山
は
、
柳
田
の
論
考
(
7
〉
も
ふ
ま
え
た
う
え
で
、

愛
媛
県
の
人
々
が
瀬
戸
内
海
を
挟
ん
だ
対
岸
地
域
を
ど
の
よ
う
に
み
て

い
る
か
を
示
す
資
料
の
一
つ
に
な
る
と
考
え
た
。
こ
れ
は
、
こ
の
言
葉
の
一
不
す
意
味
内
容
に
つ
い
て
、

い
わ
ば
空
間
認
識
の
観
点
か
ら
問

題
提
起
を
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
っ
ぽ
う
、
千
葉
徳
爾
は
主
と
し
て
民
俗
学
の
観
点
か
ら
関
心
を
よ
せ
、
こ
の
言
葉
が
、

い
わ
ゆ
る
ム
ラ
よ
り
も
広
い
空
聞
を
人
々
が
日
常
生
活
の
う
え
で
意
識
し
て
い
る
証
拠
と
考
え
た
。
そ
し
て
、
他
の
事
例
を
も
考
慮
し
な

が
ら
、
民
俗
学
で
し
ば
し
ば
行
な
わ
れ
る
ム
ラ
単
位
の
民
俗
叙
述
に
異
議
を
唱
え
、

ム
ラ
と
い
う
枠
に
し
ば
ら
れ
な
い
広
域
的
な
民
俗
叙

述
の
必
要
性
を
提
唱
し
た
〈
B
)
。

横
山
、
千
葉
の
両
研
究
は
、
そ
れ
ぞ
れ
目
的
は
異
な
る
も
の
で
あ
る
が
、

い
ず
れ
も
単
な
る
事
実
の
紹

介
で
は
な
く
、
こ
の
言
葉
の
意
味
内
容
を
検
討
す
る
う
え
で
有
効
な
新
た
な
視
点
を
提
起
し
て
お
り
、
注
目
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
言
葉
に
関
し
て
、

い
よ
い
よ
そ
の
意
味
内
容
を
考
察
す
べ
き
時
期
に
さ
し
か
か
っ
た
と

い
え
る
の
で
あ
る
。
本
稿
は
、
以
上
の
動
向
を
ふ
ま
え
、
ま
ず
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
言
葉
の
使
用
状
況
に
つ
い
て
実
態
を
把
握

し
、
そ
の
う
え
で
、
こ
の
言
葉
の
意
味
内
容
に
つ
い
て
若
干
の
考
察
を
行
な
お
う
と
試
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
検
討
に
よ
っ

て
、
こ
の
言
葉
を
用
い
る
人
々
が
抱
い
て
い
る
死
後
の
世
界
、
す
な
わ
ち
「
他
界
」
の
認
識
像
が
明
ら
か
に
な
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

従
来
、
空
間
の
認
識
像
の
研
究
で
は
、
当
然
の
こ
と
と
は
い
え
、

「
こ
の
世
」
を
人
々
が
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
を
取
り
扱
つ

て
き
た
。
そ
れ
に
対
し
、
本
稿
は
、

い
わ
ば
人
々
が
「
あ
の
世
」
を
ど
の
よ
う
に
認
識
し
て
い
る
か
と
い
う
視
点
で
あ
る
。

「
あ
の
世
」

と
は
死
の
世
界
で
あ
り
、
そ
し
て
、

「
死
」
は
人
々
の
多
く
が
最
も
恐
れ
、
忌
み
嫌
う
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

「
死
」
に
ま
つ
わ



る
空
間
は
、

一
種
の
「
嫌
わ
れ
空
間
」
す
〉
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
い
わ
ゆ
る
「
あ
の
世
」
は
、

仮
に
宗
教
家
の
説
く
極
楽
ゅ
よ
う
な

所
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
死
な
ず
し
て
そ
の
極
楽
に
行
く
こ
と
は
で
き
な
い
。
死
後
の
極
楽
行
き
を
願
う
者
は
多
い
か
も
し
れ
な
い
が
、

今
、
直
ち
に
極
楽
へ
の
旅
立
ち
を
奨
め
ら
れ
で
も
、
行
き
た
く
は
思
わ
な
い
の
が
人
聞
の
常
で
あ
ろ
う
。

つ
ま
り
、
認
識
像
の
内
容
が
ど

思言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

う
で
あ
る
か
に
か
か
わ
り
な
く
、

「
あ
の
世
」
は
好
ま
れ
な
い
空
間
と
し
て
の
性
格
を
も
っ
。
旅
人
を
見
送
る
時
、
無
事
を
祈
っ
て
「
ヒ

ロ
シ
マ
へ
行
か
っ
し
ゃ
あ
な
(
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
か
な
い
よ
う
に
ど
と
い
う
表
現
が
存
在
し
て
い
る
〈
盟
。

こ
の
よ
う
な
住
民
の
用
法
に
従

え
ば
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
「
嫌
わ
れ
空
間
」
と
し
て
の
一
面
を
も
っ
て
い
る
。
た
だ
し
、
念
の
た
め
に
申
し
添
え
る
が
、
予
断
に
よ
っ
て

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
直
ち
に
「
広
島
」
と
み
な
す
こ
と
は
誤
解
に
つ
な
が
る
お
そ
れ
が
あ
り
、
慎
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
点
に
つ
い

て
は
、
後
に
詳
述
し
た
い
。

他
界
の
認
識
像
に
関
し
て
は
、
そ
も
そ
も
仏
教
そ
の
他
、
宗
教
上
の
諸
説
が
存
在
す
る
。
さ
ら
に
、
そ
れ
ら
に
加
え
て
、
民
俗
学
な
ど

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
を
取
り
上
げ
た
本
稿
の
意
図
は
、

か
ら
の
研
究
も
少
な
く
な
い

(50

ヒ
ロ
シ
マ
が
、
時
と

そ
の
よ
う
な
な
か
で

し
て
「
広
島
」
と
い
う
具
体
的
な
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
る
と
こ
ろ
に
注
目
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
宗
教
上
の
理
念
や
民
俗
学
で
論
じ
ら

れ
る
他
界
像
は
、

イ
メ
ー
ジ
の
う
え
の
空
間
で
あ
っ
た
り
、
海
上
、
山
中
と
い
っ
た
漠
然
と
し
た
空
間
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
こ
の

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、

し
ば
し
ば
現
実
の
空
間
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
「
広
島
」
と
考
え
た
の
で
は
、
説

明
で
き
な
い
こ
と
が
ら
も
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
つ
い
て
問
題
点
を
整
理
し
、

一
つ
の
見
解
を
示
そ
う
と
考
え
た
。
忌
言
葉
「
ヒ
ロ

シ
マ
へ
行
く
」
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
他
界
の
認
識
像
を
理
解
す
る
こ
と
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
い
う
空
間
に
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対
す
る
認
識
像
を
理
解
す
る
作
業
で
あ
る
と
い
え
る
。
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忌

-E一回葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
用
法

愛
媛
県
内
で
採
取
し
た
具
体
例
に
よ
り
、
忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
用
法
を
述
べ
て
み
た
い
。

「
あ
そ
こ
の
お
爺
さ
ん
は
ヒ
ロ

シ
マ
へ
行
た
(
行
っ
た
)
。
も
ん
て
来
や
へ
ん
(
戻
っ
て
来
ゃ
し
な
い
ど
|
|
こ
れ
は
、
あ
そ
こ
の
お
爺
さ
ん
は
す
で
に
亡
く
な
っ
て
し

ま
っ
た
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

「
あ
の
人
は
ヒ
ロ
シ
マ
に
お
る
そ
う
な
」

l
ー
ー
あ
の
人
は
亡
く
な
っ
た
の
だ
そ
う
で
す
ね
、
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

「
あ
の
お
婆
さ
ん
は
、
気
の
毒
に
、
も
う
ヒ
ロ
シ
マ
行
き
じ
ゃ
あ
」
|
|
あ
の
お
婆
さ
ん
は
気
の
毒
な
こ
と
だ
が
、
も
う
助

か
る
見
込
み
が
な
い
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

さ
ら
に
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
成
句
も
存
在
し
て
い
る
。

「
あ
そ
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、

ヒ
ロ
シ
マ
へ
鍋
を
買
い

に
行
て
し
も
う
た
」
、
あ
る
い
は
「
あ
そ
こ
の
お
爺
さ
ん
は
、

ヒ
ロ
シ
マ
へ
茶
を
買
い
に
行
た
」

l
lど
ち
ら
も
、
あ
そ
こ
の
お
爺
さ
ん

が
亡
く
な
っ
た
、

の
意
味
で
あ
る
。

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
る
地
域
で
は
、
単
に
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
だ
け
用

い
て
も
通
用
す
る
。
ほ
か
に
、
大
分
県
の
例
で
あ
る
が
、
近
隣
で
死
亡
者
が
相
次
ぐ
状
況
を
「
ヒ
ロ
シ
マ
行
き
の
船
が
着
い
て
い
る
」
と

表
現
す
る
成
句
も
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
「
死
」
に
代
わ
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
茶
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
語

を
耳
に
し
た
時
、
商
庖
の
主
人
が
広
島
ま
で
茶
を
仕
入
れ
に
行
く
状
況
を
意
味
す
る
か
、

「
死
」
を
意
味
す
る
か
の
判
断
は
、
文
脈
に
よ

る
。
文
の
構
造
上
は
区
別
が
な
い
。
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。
筆
者
の
ヒ
ア
リ
ン
グ
に
よ
れ
ば
、
忌
言
葉
に
お
け
る
「
ヒ

ロ
シ
マ
」
は
、
ヒ
ロ
シ
マ
?
の
部
分
に
ア
ク
セ
ン
ト
あ
り
〉
と
発
音
さ
れ
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
っ
た
。
こ
れ
は
、
地
名
の
広
島
(
広

、

島
市
)
を
示
す
一
般
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
ハ
ロ
)
と
一
致
し
て
い
る
。
岡
山
県
の
南
部
自
〉
で
は
、
忌
言
葉
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
ヒ
ロ
シ
マ
と
発



音
さ
れ
る
傾
向
が
見
出
さ
れ
た
が
、
こ
の
地
域
で
は
地
名
の
広
島
も
ヒ
ロ
シ
マ
と
発
音
さ
れ
る
場
合
が
多
か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
忌
言

葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
現
実
に
「
広
島
へ
行
く
」
こ
と
の
区
別
は
、
発
音
上
も
な
さ
れ
て
い
な
い
と
判
断
で
き
る
。
こ
の
こ
と
か

ら
、
忌
言
葉
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
地
名
の
広
島
で
あ
る
か
否
か
は
、
用
法
か
ら
だ
け
で
は
明
確
に
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
次
に
こ
の
忌
言

忌言葉「ヒロシマヘ行く」にみる他界の認識像とその変化

葉
の
分
布
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
「
広
島
」
と
の
関
係
を
検
討
し
て
ゆ
く
。

忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
分
布

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
忌
言
葉
の
分
布
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
広
域
的
な
調
査
は
な
さ
れ
て
い
な
い
。
民
俗
誌
等

に
よ
る
局
地
的
な
資
料
紹
介
が
一
部
で
行
な
わ
れ
た
こ
と
は
、
す
で
に
述
べ
た
通
り
で
あ
る
が
、
言
語
の
地
域
差
に
関
心
を
向
け
る
国
語

学
か
ら
も
、
特
に
注
目
さ
れ
た
形
跡
は
な
い
(
担
。

そ
こ
で
、
筆
者
は
、

各
地
の
市
町
村
教
育
委
員
会
の
協
力
安
得
て
、
郵
便
に
よ
る
調

査
を
実
施
し
た
。
そ
の
回
答
を
集
計
し
た
も
の
が
表
ー
で
あ
る
。
な
お
、
こ
の
表
に
は
、
筆
者
が
現
地
調
査
を
行
な
っ
た
結
果
も
含
め
て

記
入
し
た
。
ま
た
、
表
ー
を
も
と
に
、
行
先
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
さ
れ
る
忌
言
葉
を
図
示
し
た
も
の
が
図
ー
で
あ
り
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
以

外
の
行
先
の
例
が
図
2
で
あ
る
。

こ
の
資
料
で
は
、
次
の
二
点
に
注
意
す
る
必
要
が
あ
る
。
①
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
等
の
忌
言
葉
は
分
布
し
な
い
と
回
答
が
あ
っ
た
市

町
村
に
は
、
図
1
に
ア
ス
タ
リ
ス
ク
(
*
印
)
を
記
入
し
て
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
記
号
が
何
も
記
さ
れ
て
い
な
い
地
域
は
、
忌
言
葉
の

分
布
が
み
ら
れ
な
い
の
で
は
な
く
、
未
調
査
白
)
を
示
す
。
た
だ
し
、
得
ら
れ
た
分
布
状
況
か
ら
判
断
し
て
、

未
調
査
地
域
に
忌
言
葉
の
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分
布
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
は
少
な
い
。
②
ア
ス
タ
リ
ス
ク
が
記
入
さ
れ
て
い
る
地
域
に
お
い
て
さ
ら
に
調
査
を
行
な
っ
た
場
合
、
忌

言
葉
の
存
在
が
見
出
さ
れ
る
可
能
性
が
皆
無
と
は
い
え
な
い
。

一
般
の
分
布
調
査
で
も
問
題
に
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、

「
存
在
す
る
し



行く」等を用いる地域一覧
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県|市町村 現 3見表 県|市町村 表

越r?郡吉海町ヒロシマヘ行く

越??郡関前村 ヒロシマヘ綿を買いに行く

越智郡波方町 ヒロシマへ茶を買いに行く

越狩郡大西町ヒロシマへ茶を買い10行く

越智郡弱含村 ヒロシマヘ茶を買いに行く

越科郡王JlJI可ヒロシマヘ茶を買いに行〈

越rI君:;菊間町 ヒロシマへ牛芳を掘りに行く

北 条 市ヒロ予マヘ牛芳を掘りに行〈
愛|

fピヨシマヘ茶を買いに行く
松山市!

1ヒロシマヘ牡蛎を買いに行く

温泉君J;川内町 ヒロ〆マへ茶を買いに行〈

温泉郡重信町 ヒローマヘ茶を買いに行く

温泉都中島町 ヒロシマヘ茶を買いに行く

伊 予. 市ヒロ Lマヘ行く

伊予郡中山田I ヒロシマヘ茶を買いに行く

伊予郡広田村 ヒロシマヘ茶を買いに行く
媛|

西宇和郡保内町 ヒロシマへ鍋を買いに行く

西宇和郡三埼~r ヒロシマヘ鍋を買いに行く

東宇和郡里子村岡了 鍋島行き

北宇和郡広見町 ヒロシマヘ行く

北宇和郡f章島町 Eロシマヘ鍋を買いに行く

南宇和郡御荘町 ヒロシマヘ鍋を買いにl'iく

南宇和郡城辺町 ヒロ予マヘ鍛を買いに行く

南宇和郡西海町 ヒロシマヘ鍛を買いに行く

土佐ll;;本川村ヒロシマヘ行く

高
I ヒロ予マヘヨ~を買いに行く

土佐清水市{豊後へ行く

l日向へ行く

初回宿 毛 市ヒロシマヘ行く

〈

一

く

く

行

一

行

日

打

開

H

一

買

買

を

一

を

く

を

く

鍋

一

錦

行

布

行

へ
一
へ
へ
・
ヘ
ヘ

マ
一
マ
マ
マ

7

、
ン
一
‘
ン
司
ン
、
ン
‘
ン

ロ

一

ロ

ロ

ロ

ロ

レ
」
一
レ
』
レ
」
レ
」

ν」

町

一

市

市

町

町

月
一

1

玉

地

レ
U

一

日

真

白

h

h
一

津

高

郡

汗

I
一

長

東

約

重一

2
国

岡

幡

一

中

豊

西

丙

大

分

東国東郡国見町 ヒロシマヘ行く

Iヒロシマへ茶を買いに行〈
東国東郡国東町{

lヒロシマヘ軒付(ひ'んつIt)lこ行〈

東国車郡武蔵町ヒロシマへ行く

東国東郡安岐町 ヒロ予マへ行ぐ

大|東国東郡姫島村 Eロシマ〈行〈

速見郡日出町ヒロシマへ行〈

大分郡挟間関Tヒロシマヘ行〈

津久見市ヒ ロシマヘ行〈

佐 伯 市ヒロシマへ行〈

南海部郡上浦町 ヒロシマへ行〈

分|南海部郡揺見町 ヒロシマヘ行く

南海部郡来水津村 ヒロシマヘ鍋を買いに行く

南海部郡弥生町 ヒロシマへ行く

南海部郡本匠村 ヒロシマへ行〈

南海部郡直川村 ヒロシマヘ行く

南海部郡蒲江町 ヒロシマヘ行〈

! I JIW l'fllJl~tiìlì~r 1ヒロシ叩く(人間)東臼杵郡北浦町
鍋島に行<<動物)

福 l豊 前 市ヒロシマへ行く

京都郡苅田町 ヒロシマヘ綿を貿いに行く

岡 l 糸島郡前原町チンガサキに行く

佐|東松浦郡呼子町 ヒロシマへ行く

|東松浦郡鎮西町 ヒロシマへ行く

賀|東松浦郡肥前町 ヒロシマヘ行〈

l 壱岐部石田町ヒロシマへ行く

壱岐部芦辺町ヒロシマヘ行く

壱岐郡勝本町ヒロシマへ行く
長|

下県郡美津島町 ヒロシマへ行く

下県郡豊玉町 ヒロシマへ行く

上県郡峰町ヒロシ7へ行く
椅!

上県郡上県町ヒロ予マへ行く
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県|市町村 表 現

児島郡灘崎町ヒロシマヘ行く

岡|小田郡矢掛町ヒロシマヘ行〈

山|浅口郡寄島町ヒロシマへ行く

広 l

笠 岡 市ヒロシマヘ行〈

世羅郡甲山町ヒロシマへ行く(便所)

世羅都世緩町ヒロシマへ行く(便所)

三 原 市ヒロシマヘ行<<便所)

竹 原 市ヒロシマへ行く(便所)

豊田郡本郷町ヒロシマヘ行く(便所)

豊田郡安浦町ヒロ予マヘ行((便所)

双三郡吉舎町ヒロシマヘ行((便所}

双三郡三和町ヒロシマヘ行く(便所)

双三郡君田村ヒロシマヘ行く(便所)

双三郡布野村ヒロシマヘ行く(便所}

賀茂郡河内町ヒロシマヘ行<<便所)

[1::ロシヲヘ行く(便所)
島 1:賀茂郡福富町{

i下関へ行く(便所)

東広島、市ヒロシマヘ行く(便所)

高田郡向原町ヒロシマヘ行く(便所}

高田郡甲田町ヒロ予7 仔̂<<便所}

高田郡高宮町ヒロ‘シマ〈行く(便所)

佐伯郡五日市町ヒロシマへ行<(便所)

八束郡八雲村ヒロシマヘ行く

仁多君j;f三喜町ヒロシマA 行く

大原郡木次町ヒロシマヘ行〈

島|飯石郡三万屋町 ヒロシマヘ茶を買いlこ行〈

飯石郡吉田村ヒロシマヘ行く

飯石郡掛合町ヒロシマヘ11'¥

飯石郡頓原町ヒロシマヘ11'¥

根|平田 市ヒロ子7̂IT(

出 雲 市ヒロシマヘ米を買いlこ行く

簸111郡佐田町ヒロシマヘ行〈

簸川郡多伎町 ヒロ予マへ綿を買いに行く

山口|犬島郡橘町ヒロシマヘ茶を買いに行く

表 1 思言葉「ヒロシマヘ

県|市町村 表 現

大島郡大島町ヒロシマハ行く

玖珂郡大畠町ヒロシマヘ行〈

熊毛郡大和町ヒロ予マヘ茶を売りに行く

rf:ロシマヘ茶を買いにlf<
山|符南陽市il' . lピロシマヘ豆腐を買いに行く

都漫郡鹿野町ヒロシマへ行〈

山 口 市長崎へ線香を買いlニ行〈

吉敷郡秋穂町長崎へ行く

宇 都 市長崎へ行く

口|厚狭郡楠町長崎へ行〈

香|

Jrl I 

美 祢 市長崎へ行く

大津郡油谷町ヒロシマへ綿を買いlこli<

豊浦郡豊北町ヒロシマヘ綿を買いに仔〈

豊浦郡菊川町ヒロシマへ綿を買いに行〈

小豆郡内海町ヒロンマヘ行く

小豆郡池田町ヒロシマへ行〈

三豊郡高瀬町ヒロシマへ行く

三重郡詫間町ヒロシマヘ行く

三豊郡仁尾町尾道へ米を買いに行〈

三豊郡大野原町 ヒロシマヘ米を買いに行〈

伊予三島市ヒロ云マヘ行く

宇摩郡新宮村ヒロ予マへ行〈

宇摩郡土居町ヒロシマへ茶を買いlこ符く

宇摩郡別子山村 ヒロシマへ茶を買いじlT<

愛|周桑郡小松町ヒロシマヘ茶を買いに行〈

周桑郡丹原町ヒロシマヘ茶を買いに行く

東 予 市ヒロシマヘ茶を買いに行く

fピロ予マヘ茶を買いに行〈
今治市{

lj雪国へ符〈

緩|越符郡魚島村ヒロシマヘ米を積みに行〈

越軒郡岩城村 ヒロシマヘ米を買いに行〈

越宵郡伯方町 ヒロシマヘ米を買いに行〈

越智郡上浦町ヒロシマへ行〈

越智郡宮窪町 ヒロ 5ンマへ米を買いに行ぐ
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φ 
3る

-死去することを「ヒロシマへ~を買いに行く」と表現する

D~ 
図 1 忌言葉「ヒロ、ンマへ行く」の分布とその用法

注)図中に示した品目は，買物の目的とされる物品である。ごぼうは「掘り

に行く」または「売りに行く」と用いられる。

010OkiJl 

こ
と
に
比
べ
、

「
存
在
し
な
い
」
こ
と
の
証
明
は

難
し
い
。
し
た
が
っ
て
、
図
ー
は
、
分
布
の
境
界

に
関
す
る
精
織
な
議
論
よ
り
も
、
分
布
の
全
体
的

傾
向
を
把
握
す
る
方
向
で
利
用
す
る
こ
と
が
適
当

で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
点
を
考
慮
し
な
が
ら
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ

O 
dる



行
く
」
等
の
分
布
傾
向
を
指
摘
す
れ
ば
次
の
よ
う
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

)
 

1
 

(
 

忌
言
葉
と
し
て
こ
の
表
現
が
用
い
ら
れ
る
範
囲
は
、
主
と
し
て
中
国
地
方
西
部
・
四
国
地
方
西
部
・
九
州
地
方
北
部
と
い
う
こ
と

が
で
き
る
。
分
布
の
東
端
は
小
豆
島
、
西
端
は
対
馬
で
あ
る
。
沿
岸
部
・
島
興
部
に
分
布
す
る
傾
向
が
比
較
的
強
い
が
、
内
陸
部
の
分
布

忌言葉「ヒロシマヘ行く」にみる他界の認識像とその変化

も
認
め
ら
れ
る
。

忌
言
+
菜
に
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
表
現
す
る
タ
イ
プ
と
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
表
現
す
る
タ
イ
プ
と
が

(2) 
存
在
し
て
い
る
。
た
だ
し
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
る
地
域
で
は
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
も
通
用
す
る
こ
と
は
、
さ

き
に
用
法
の
箇
所
で
述
べ
た
通
り
で
あ
る
。

(3) 

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
表
現
は
、
分
布
全
体
か
ら
み
る
と
、
比
較
的
中
心
部
に
近
い
と
こ
ろ
に
位
置
す
る
傾

向
が
み
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
愛
媛
県
北
部
の
集
中
地
域
な
ど
で
あ
る
。
そ
れ
に
対
し
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
だ
け
を
用
い
る
地
域
は
、

小
豆
島
や
対
馬
・
壱
岐
な
ど
、
比
較
的
分
布
の
外
縁
部
に
位
置
し
て
い
る
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。

(4) 

「
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
表
現
で
入
手
の
対
象
と
さ
れ
る
品
物
は
、
茶
・
鍋
・
米
・
綿
な
ど
一

0
種
類
に
の
ぼ
る
。
茶
は
、

愛
媛
県
東
部
か
ら
山
口
県
東
部
、
大
分
県
東
部
に
か
け
て
多
く
用
い
ら
れ
、
鍋
は
、
愛
媛
県
南
部
、
高
知
県
西
部
か
ら
大
分
県
南
部
に
か

け
て
用
い
ら
れ
る
。
茶
と
鍋
の
分
布
が
地
域
的
な
ま
と
ま
り
を
一
示
す
の
に
対
し
、
米
や
綿
と
す
る
地
域
は
分
散
し
て
い
る
。
局
地
的
な
表

現
と
し
て
、
タ
バ
コ
・
ご
ぼ
う
(
牛
莞
〉

-
牡
瞬
・
豆
腐
・
費
・
布
が
み
ら
れ
る
。
動
詞
の
部
分
は
「
買
う
」
が
一
般
的
で
あ
る
が
、
局

地
的
に
「
積
む
」
・
「
掘
る
」
・
「
売
る
」
・
「
つ
け
る
」
が
認
め
ら
れ
る
。
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(5) 

「
死
ぬ
」
に
代
わ
る
表
現
と
し
て
で
は
な
く
、

「
便
所
へ
行
く
」
に
代
え
て
用
い
ら
れ
る
例
が
あ
る
。
こ
の
用
法
は
、
す
べ
て
広

島
県
内
に
限
ら
れ
る
。
ま
た
、
こ
の
意
味
で
用
い
る
場
合
に
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
表
現
は
み
ら
れ
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h
h

、。

ふ
ん
し(6) 

広
島
市
と
の
関
連
か
ら
み
る
と
、
距
離
的
に
相
当
離
れ
た
地
域
に
も
分
布
が
認
め
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
対
馬
は
直
線
距
離
に
し
て

約
三

0
0キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
広
島
市
に
近
い
所
で
は
分
布
が
濃
密
と
な
る
。
ま
た
、
広
島
市
か
ら
み
て
東
・
西
・
荷
・
北
ど
の
方

向
に
も
分
布
が
認
め
ら
れ
る
。

い
っ
ぽ
う
、
図
2
に
よ
り
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
以
外
の
行
先
が
用
い
ら
れ
る
例
を
み
て
ゆ
く
と
、
次
の
点
が
指
摘
で
き
る
。

0 . 1pkm J ・「ヒロシマヘごぼうを掘りにfi'むを用いる一一一一y 口「ヒロシマへ茶を買いに行(Jを用いる♂ム」…一
松山市vLJi条

話番 1 
「ヒロシマへごぼうを掘りに行く」を用い

る地域とその周辺

図 3

)
 

4
i
 

(
 

行
先
に
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
用
い
る
例
に
比
べ
て
分
布
が
局
地
的
で
あ
り
、
表
現
法
の
種
類

も
少
な
い
。
し
か
し
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
同
様
、
死
去
を
意
味
す
る
例
や
便
所
を
意
味
す
る
例
が

あ
る
。
動
物
の
死
亡
に
限
定
し
て
用
い
ら
れ
る
例
も
あ
る
。

(2) 

鍋
島
・
チ
ン
ガ
サ
キ
な
ど
、
行
先
と
さ
れ
る
地
点
が
明
確
に
比
定
で
き
な
い
例
と
、
尾
道

-
下
関
・
長
崎
・
豊
後
・
日
向
な
ど
、
行
先
が
明
確
な
例
と
が
あ
る
。
行
先
が
明
確
な
例
で
は
、

い
ず
れ
も
用
い
ら
れ
る
地
域
か
ら
み
て
西
方
が
そ
の
行
先
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
西
方
浄
土

思
想
と
の
関
連
は
不
明
で
あ
る
。

と
こ
ろ
で
、
異
な
る
表
現
相
互
間
の
分
布
の
境
界
は
ど
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う

か
。
図
3
は
筆
者
の
現
地
調
査
に
よ
り
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
と
い
う
表
現

の
分
布
範
囲
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
図
か
ら
「
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
を
用
い
る
地
域
は

「
茶
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
る
地
域
に
固
ま
れ
て
、
こ
の
忌
言
葉
に
関
す
る
限
り
、

一
種
の
言

語
島
の
状
態
を
示
す
。
す
な
わ
ち
、

「
ご
ぼ
う
」
、
「
茶
」
そ
れ
ぞ
れ
の
使
用
地
域
は
、
行
政
界
が



等
語
線
と
な
っ
て
明
確
に
区
分
さ
れ
、
両
者
の
同
に
漸
移
地
帯
は
存
在
し
な
い
。
と
こ
ろ
が
、

愛
媛
県
に
関
す
る
方
言
区
画
論

auや
民

俗
地
域
区
分
論
告
)
に
お
い
て
、

こ
の
地
域
が
一
つ
の
独
立
し
た
ま
と
ま
り
と
し
て
区
画
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
等

語
線
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
と
い
う
表
現
だ
け
に
関
わ
る
特
徴
を
示
し
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

言
語
や
民
俗
事
象
が
一
一
線
に
よ
り
画
さ
れ
る
場
合
、
従
来
、
そ
の
原
因
と
し
て
自
然
的
障
壁
と
し
て
の
河
川

8
)
や、

人
為
的
障
壁
と

し
て
の
行
政
界
、
と
く
に
藩
芥
の
存
在
詰
〉
が
重
妥
視
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
な
い
こ
と
が
言
葉
の
地
域

差
を
生
ず
る
と
い
う
考
え
方
品
〉
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
に
関
す
る
等
語

線
形
成
の
理
由
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
る
。
北
条
市
と
玉
川
町
、
あ
る
い
は
菊
間
町
と
玉
川
町
の
聞
に
は
、
標
高
四

0
0
メ
ー
ト
ル
前
後

の
山
地
が
あ
る
。
し
か
し
、
北
条
・
松
山
市
界
、

お
よ
び
菊
間
・
大
西
町
界
で
は
、
臨
海
部
に
明
確
な
等
語
線
が
存
在
す
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
自
然
的
障
壁
と
な
る
よ
う
な
山
地
・
河
川
は
な
い
。
次
に
、

『
旧
高
旧
領
取
調
帳
』
に
よ
り
藩
領
を
み
る
(
む
と
、
「
ご
ぼ
う
を
掘

り
に
行
く
」
を
用
い
る
菊
間
町
種
・
佐
方
、

お
よ
び
北
条
市
小
川
も
、

「
茶
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
る
大
西
町
別
府
・
脇
、

お
よ
び
松

山
市
堀
江
も
、

い
ず
れ
も
松
山
藩
領
で
あ
る
。
い
っ
ぽ
う
、
大
西
町
別
府
お
よ
び
今
治
市
大
浜
で
は
、
ど
ち
ら
も
「
茶
を
買
い
に
行
く
」

を
用
い
る
が
、
前
者
は
松
山
藩
領
、
後
者
は
今
治
藩
領
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
藩
領
か
ら
こ
の
等
語
線
を
説
明
す
る
こ
と
は
で
き
な

ぃ
。
郡
界
を
み
る
と
、
旧
風
早
郡
の
北
条
市
と
越
智
郡
の
菊
間
町
が
、
郡
が
異
な
っ
て
も
、
と
も
に
「
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
を
用
い

て
い
る
。
と
こ
ろ
が
、
同
じ
越
智
郡
内
で
、
菊
間
町
は
「
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
、
大
西
町
は
「
茶
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
る
。
し

た
が
っ
て
、
郡
界
も
等
語
線
形
成
の
直
接
的
な
要
因
で
は
な
い
。
同
様
に
、
市
町
村
界
も
、
北
条
市
・
菊
間
町
界
が
等
語
線
と
な
っ
て
い
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な
い
。
ま
た
、
近
年
の
状
況
で
は
あ
る
が
、
交
通
圏
・
小
売
固
な
ど
の
機
能
地
域
区
分
に
よ
れ
ば
、
北
条
市
は
松
山
の
圏
域
に
属
し
、
菊

間
町
は
大
西
町
と
と
も
に
今
治
の
圏
域
に
属
す

a〉O
し
た
が
っ
て
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
の
例
で
は
、
等
語
線
を
ま
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た
い
だ
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
は
、
む
し
ろ
盛
ん
で
あ
る
と
い
え
る
。

結
局
、
北
条
市
と
菊
間
町
に
限
定
さ
れ
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
ご
ぼ
う
を
掘
り
に
行
く
」
の
使
用
に
つ
い
て
、
等
語
線
は
画
定
で
き
た
が
、

目
下
の
と
こ
ろ
、
そ
の
成
因
を
明
確
に
す
る
ま
で
に
は
至
っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
等
語
線
は
、

一
般
の
方
言
区
画
や
民
俗
地
域
区

分
と
は
異
な
る
領
域
を
示
し
て
お
り
、
そ
の
成
因
が
自
然
的
障
壁
や
藩
・
郡
・
市
町
村
界
等
の
行
政
的
障
壁
に
よ
る
も
の
で
な
い
こ
と
が

判
明
し
た
。
ま
た
、
今
日
の
機
能
地
域
構
造
と
一
致
し
な
い
こ
と
も
明
ら
か
に
な
っ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
等
語
線
が
自
然
発
生
的
に
形
成

さ
れ
た
可
能
性
は
相
当
小
さ
く
な
っ
た
。
し
か
し
、
区
画
の
明
確
さ
か
ら
み
て
、
人
為
的
な
理
由
に
よ
る
成
立
が
、
な
お
可
能
性
と
し
て

残
さ
れ
た
。

四

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
は
ど
こ
か

忠
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
は
ど
こ
か
。
民
間
伝
承
誌
上
に
発
表
さ
れ
た
柳
田
国
男
の
見
解

8
)
は、

要
約
す

れ
ば
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
は
世
間
を
意
味
す
る
古
語
で
あ
り
、
わ
ず
か
に
人
々
の
記
憶
に
留
ま
っ
て
「
死
」
の
代
用
な
ど
特
殊
な
用
途
に

あ
て
ら
れ
た
、
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
と
い
ふ
語
に
、
も
し
も
斯
う
い
ふ
感
覚
が
伴
な
ふ
こ
と
を
知
っ
て
居
た

ら
、
芸
州
の
殿
様
も
是
を
御
城
下
の
名
に
は
し
な
か
っ
た
か
も
知
れ
な
い
」
と
述
べ
て
、

ヒ
ロ
シ
マ
の
原
義
は
、
広
島
城
が
建
設
さ
れ
た

一
六
世
紀
末
に
は
す
で
に
薄
ら
い
で
い
た
と
考
え
て
い
る
。

柳
田
の
見
解
に
限
ら
ず
、

一
般
に
語
源
に
関
す
る
議
論
は
実
証
が
難
し
い
。
実
証
的
な
反
論
が
出
さ
れ
な
い
限
り
、
傍
証
に
よ
っ
て
説

明
を
し
て
ゆ
く
方
法
を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
こ
と
も
あ
り
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
関
す
る
柳
田
の
見
解
は
、
こ
の
立
場
で
あ
る
と
い
え
よ

ぅ
。
柳
田
が
取
り
上
げ
た
具
体
例
は
、
愛
媛
県
で
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
タ
バ
コ
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
る
の
に
対
し
、
壱
岐
で
は
「
ヒ
ロ
シ



マ
へ
行
く
」
を
用
い
る
と
い
う
こ
例
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
よ
っ
て
壱
岐
の
用
法
が
よ
り
古
い
と
判
断
す
る
背
景
に
は
、

い
わ
ゆ
る
方
言
周

圏
論
が
あ
る
。
方
言
周
圏
論
は
、
柳
田
が
提
起
し
た
後
、
さ
ま
ざ
ま
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
言
語
に
関
し
て
い
え
ば
、

ア
ク
セ
ン
ト
な
ど
適
用
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
語
葉
や
文
法
に
は
適
用
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
(
恕
。

忌
言
葉
「
ヒ
ロ

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

シ
マ
ヘ
行
く
」
は
、
用
言
「
死
ぬ
」
に
代
わ
る
語
柔
で
あ
り
、

ア
ク
セ
ン
ト
の
よ
う
に
体
系
金
体
を
問
題
に
す
る
の
で
は
な
い
。
し
た
が

っ
て
、
こ
の
言
葉
の
分
布
に
周
圏
論
を
適
用
さ
せ
る
試
み
は
、
方
法
論
的
に
正
し
い
と
い
え
る
。

そ
こ
で
、
図
ー
を
用
い
て
柳
田
の
見
解
を
検
討
し
て
み
る
と
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
を
用
い
ず
に
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行

く
」
を
用
い
る
地
域
は
、
す
で
に
指
摘
さ
れ
て
い
る
壱
岐
だ
け
で
な
く
、
対
馬
に
も
及
ん
で
い
る
点
が
注
目
さ
れ
る
。

し
か
し
、
小
豆

島
、
岡
山
方
面
も
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
一
が
卓
越
し
て
お
り
、

『
鯛
牛
考
』

に
み
ら
れ
る
よ
う
な
京
都
を
中
心
と
し
た
周
圏
構
造
ハ
号
は

見
出
せ
な
い
。
そ
れ
に
対
し
、
広
島
と
の
関
連
で
み
る
と
、
ま
ず
、
広
島
市
を
含
む
広
島
県
域
は
、

「
便
所
へ
行
く
」
を
意
味
す
る
「
ヒ

ロ
シ
マ
へ
行
く
」
が
集
中
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
芸
予
諸
島
か
ら
愛
媛
県
に
か
け
て
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
が
最
も
集

中
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
が
そ
の
外
周
に
分
布
す
る
傾
向
に
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
考
え
る
と
、
図
ー
で
は
、
広
島

を
中
心
と
し
た
周
圏
構
造
を
指
摘
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
国
語
学
で
は
、
全
国
レ
ベ
ル
の
周
圏
構
造
に
加
え
、
す
で
に
各
地
に
お
い

て
地
方
レ
ベ
ル
の
周
圏
構
造
の
存
在
も
見
出
さ
れ
て
い
る

az
し
た
が
っ
て
、
図
1
に
み
ら
れ
る
分
布
の
構
造
を
、

こ
の
よ
う
な
地
方

レ
ベ
ル
の
周
圏
構
造
と
み
て
さ
し
っ
か
え
な
い
と
考
え
る
。

こ
こ
で
、
さ
ら
に
「
地
区
連
続
の
原
則
」
(
ぢ
と
よ
ば
れ
る
一
つ
の
ル

l
ル
を
導
入
し
て
み
る
。
こ
れ
は
国
語
学
で
提
唱
さ
れ
た
も
の

で
、
同
一
タ
イ
プ
の
言
語
(
方
言
)
が
離
れ
て
分
布
し
、
そ
の
中
聞
に
分
け
入
る
よ
う
に
異
な
る
タ
イ
プ
の
言
語
が
分
布
す
る
場
合
、
両
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側
の
言
語
は
過
去
に
連
続
分
布
し
て
い
た
と
み
な
し
て
、
中
聞
に
挟
ま
れ
た
言
語
よ
り
も
成
立
が
古
い
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
図
ー
で
は
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「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
の
分
布
地
域
を
挟
ん
で
、
東
方
(
小
豆
島
方
面
〉
と
西
方
(
九
州
方
面
)
に
そ
れ
ぞ
れ
「
ヒ
ロ
シ
マ

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
よ
り
も
「
ヒ
ロ
シ
マ

へ
行
く
」
が
分
布
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
「
地
区
連
続
の
原
則
」
に
よ
り
、

へ
行
く
」
の
方
が
、
成
立
が
古
い
と
判
断
さ
れ
る
。
同
様
の
方
法
で
、

「
便
所
へ
行
く
」
を
意
味
す
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
行
く
」
は
、

「死

ぬ
」
を
意
味
す
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
よ
り
も
、
成
立
が
新
し
い
と
判
断
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
て
、
相
対
的
に
成
立
が
新
し
い
と
判
断
さ
れ
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
表
現
で
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
用
務
先

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
用
務
の
足
り
る
場
所
と
し
て
認

と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
言
葉
を
用
い
る
人
々
に
と
っ
て
、

識
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
現
在
、
中
国
・
四
国
地
方
に
は
、
広
島
と
よ
ば
れ
る
地
名
は
二
か
所
に
あ
る
。

一
つ
は
広
島

市
で
あ
り
、
も
う
一
つ
は
、
図
4
に
示
し
た
塩
飽
諸
島
に
属
す
る
広
島
で
あ
る
。
塩
飽
諸
島
の
広
島
は
、
現
在
は
香
川
県
丸
亀
市
の
一
部

で
、
面
積
約
二
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
、
人
口
約
二

0
0
0人
の
島
で
あ
る
。
廻
船
業
で
栄
え
た
歴
史
が
あ
り
、
明
治
以
後
は
青
木
石
と

圃

倉敷
o lOkm 
』圃園田園圃圃圃... 

笠
E 
岡

塩飽諸島における広島の位置

よ
ば
れ
る
花
崩
岩
の
採
掘
が
盛
ん
で
あ
る
。
青
木
石
は
良
質
で
あ
る
た
め
、
橋
石
な

ど
の
ほ
か
墓
石
に
も
加
工
さ
れ
る
ハ
お
な
墓
石
と
い
う
と
「
死
」
に
も
関
連
す
る
が
、

瀬
戸
内
沿
岸
に
は
愛
媛
県
の
大
島
な
ど
、

他
に
も
墓
石
産
出
地
が
あ
り
(
号
、

広
島

だ
け
の
特
徴
と
は
い
え
な
い
。
過
去
も
現
在
も
商
業
機
能
の
発
達
は
み
ら
れ
な
い
こ

「
用
務
地
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
対
象
と
は
な
り
に
く
く
、
こ
の
地
が

と
か
ら
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

図 4

そ
れ
に
対
し
、
広
島
市
は
城
下
町
と
し
て
建
設
さ
れ
て
以
来
商
業
機
能
が
集
積
し

て
お
り
、

「
用
務
地
」
と
し
て
認
識
さ
れ
る
可
能
性
は
高
い
。
そ
し
て
、
前
述
し
た



よ
う
に
、
図
1
に
示
さ
れ
た
分
布
状
況
が
広
島
市
と
の
関
連
で
説
明
さ
れ
る
こ
と
を
考
え
あ
わ
せ
る
と
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行

く
」
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、
広
島
市
で
あ
る
と
判
断
で
き
る
。

で
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
よ
り
も
成
立
が
古
い
と
み
ら
れ
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
場
合
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
は

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

ど
こ
か
。
本
稿
で
は
こ
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
、
広
島
市
で
は
な
く
、

イ
メ
ー
ジ
の
う
え
の
抽
象
的
な
空
間
と
考
え
る
。
こ
れ
は
、
結
果
的

に
ほ
ぼ
柳
田
説
(
曹
と
も
一
致
す
る
。
以
下
、
そ
の
理
由
を
示
し
た
い
。

ω
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
表
現
は
あ
っ
て
も
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
広
島
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
具
体
的
な
習
俗
が
み
ら
れ

な
い
こ
と
。
す
な
わ
ち
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
は
各
地
か
ら
死
霊
が
集
ま
る
形
の
表
現
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
を
前
提
と
し
て
行
な
う
鎮

魂
、
再
生
な
ど
の
儀
礼
が
広
島
に
は
存
在
し
な
い
。
ま
た
、
死
霊
を
送
り
出
す
側
の
各
地
に
お
い
て
も
、
例
え
ば
広
島
の
方
角
に
何
か
を

把
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
。

ω
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
言
葉
か
ら
、

「
ど
こ
か
自
分
の
知
ら
な
い
広
々
と
し
た
所
に
行
っ
て
し
ま
っ
て
戻
れ
な
い
」
と
い
う

イ
メ
ー
ジ
を
描
く
人
々
が
各
地
に
現
存
し
て
い
る
こ
と
。
た
だ
し
、
地
名
と
し
て
の
広
島
を
連
想
す
る
人
も
多
い
こ
と
は
、
明
記
し
て
お

く

ω
壱
岐
や
対
馬
が
、
政
治
・
経
済
両
面
か
ら
み
て
広
島
の
勢
力
圏
内
に
属
し
た
歴
史
を
も
た
な
い
こ
と
。

一
部
、
対
馬
に
は
、
幕
末

に
安
芸
国
向
洋
か
ら
の
漁
民
移
動
が
み
ら
れ
た
が
(
む
、
瀬
戸
内
漁
民
の
他
国
進
出
は
対
馬
に
限
ら
れ
る
も
の
で
は
な
い

(80
ま
た
、
対

馬
に
は
、
中
世
末
か
ら
近
世
に
か
け
て
、
和
泉
佐
野
、

紀
州
熊
野
な
ど
上
方
か
ら
移
住
し
た
漁
民
が
多
く
(
号
、

安
芸
の
風
習
だ
け
が
広
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く
浸
透
し
た
と
は
考
え
に
く
い
。

判
広
島
周
辺
よ
り
遠
方
の
地
域
の
方
が
、
こ
の
言
葉
の
使
用
が
盛
ん
で
あ
る
こ
と
。

壱
岐
・
対
馬
で
は
、

お
お
む
ね
四

O
代
以
上
の
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人
々
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
を
用
い
る
。
そ
れ
に
対
し
、
他
の
地
域
で
は
一
般
に
六

O
代
以
上
の
人
々
に
用
い
ら
れ
て
い
る
。
広
島
市

と
接
触
機
会
の
少
な
い
地
域
に
お
い
て
、

よ
り
幅
広
い
年
齢
層
の
人
々
に
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
広
島
を
意
味
し

な
い
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
。

ω
地
名
「
広
島
」
は
、
こ
の
地
に
築
城
が
開
始
さ
れ
た
天
正
一
七
(
一
五
八
九
)
年
の
命
名
と
さ
れ
る
。
由
来
は
、
「
当
所
を
五
ケ
村

と
申
儀
被
改
候
へ
、
御
家
之
広
之
字
を
頭
に
被
置
今
度
御
馳
走
中
上
候
福
島
之
島
と
云
字
御
取
合
広
島
と
被
名
付
候
通
被
仰
出
た
る
よ
り

広
島
と
申
来
候
」
(
天
正
一
七
年
、
山
県
源
右
衛
門
覚
書
」
ハ
思
と
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
広
島
と
は
従
前
の
地
名
「
五
ケ
」
(
患
に
手
を
加

え
た
も
の
で
は
な
く
、
毛
利
氏
祖
先
大
江
広
元
の
「
広
」
と
、
重
臣
福
島
氏
の
島
を
組
み
合
わ
せ
た
造
語
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
史

料
が
、
築
城
開
始
の
年
と
同
年
の
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
内
容
を
信
用
す
る
に
足
る
も
の
と
考
え
れ
ば
、
命
名
の
経
緯
か
ら
み

て
、
「
広
島
」
が
人
々
に
幽
境
の
地
を
連
想
さ
せ
る
理
由
を
見
出
せ
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
地
名
「
広
島
」
と
同
音
異
義
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」

と
い
う
語
の
存
在
を
想
定
せ
ざ
る
を
え
な
い
。
た
だ
し
、
広
島
築
城
の
時
代
に
幽
境
を
意
味
す
る
語
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
存
在
し
た
と
す
れ

ば
、
毛
利
氏
が
、
な
ぜ
、
あ
え
て
広
島
と
命
名
し
た
の
か
疑
問
が
残
る
。
こ
の
点
の
説
明
は
、
目
下
の
と
こ
ろ
十
分
に
検
討
が
で
き
て
い

な
い
。
こ
こ
で
は
、

ひ
と
ま
ず
身
分
に
よ
る
言
語
差
を
理
由
と
み
な
し
、
庶
民
の
用
い
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
語
を
、
上
級
武
士
層
は
用
い

て
い
な
か
っ
た
可
能
性
を
考
え
て
お
く
。

以
上
の
五
項
目
か
ら
考
え
え
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、
現
実
の
「
広
島
」
で
は
な
い
と
判
断
し
た
の
で
あ

る
。
シ
マ
と
い
う
語
に
は
、
島
以
外
に
村
落
と
い
う
意
味
も
あ
る
自
)
。
民
俗
語
葉
の
「
ム
ラ
」
と
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
あ
る
。

「
ヒ
ロ
シ

マ
」
と
い
う
語
が
、
そ
れ
自
体
で
「
他
界
」
を
意
味
す
る
こ
と
か
ら
み
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
イ
メ
ー
ジ
の
原
像
は
、
自
分
の
住
む
世
界

(
ム
ラ
)
と
は
異
な
る
よ
そ
の
世
界
(
ム
ラ
)
で
、
山
や
川
な
ど
の
具
体
的
な
事
物
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
な
い
広
々
と
し
た
空
間
で
あ
っ



た
と
考
え
ら
れ
る
。
イ
メ
ー
ジ
.
の
う
え
の
抽
象
的
な
空
間
が
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
で
あ
り
、

「
他
界
」
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
後
に
こ
の
よ

う
な
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
、
同
音
で
あ
る
現
実
の
「
広
島
」
を
意
味
す
る
も
の
と
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
変
化
し
た
。
変
化
の
時
期
は
断
定
で

き
な
い
が
、
前
後
関
係
は
、
さ
き
に
国
語
学
の
知
見
を
援
用
し
て
示
し
た
通
り
で
あ
る
。
そ
の
結
果
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

く
」
と
い
う
表
現
が
出
現
し
た
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
と
い
う
タ
イ
プ
の
表
現
で
は
、
入
手
し
よ
う
と
す
る
品
物
の
な
か
に
、
人
々
が
「
死
」
を
連
想
す

る
も
の
が
含
ま
れ
て
い
る
。
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
茶
を
買
い
に
行
く
」
の
「
茶
」
を
は
じ
め
、
「
タ
バ
コ
」
、
「
綿
」
、
「
ご
ぼ
う
」
な
ど
で
あ
る
。

茶
は
、
葬
送
の
時
に
死
者
の
首
に
茶
袋
を
掛
け
る
風
習
(
包
に
基
づ
く
連
想
の
ほ
か
、

香
黛
返
し
の
品
と
し
て
選
ば
れ
や
す
い
こ
と
や
、

葬
儀
の
席
で
の
接
待
風
景
か
ら
「
死
」
が
連
想
さ
れ
る
。
弔
意
を
表
す
慰
め
言
葉
と
し
て
「
お
茶
で
も
お
あ
が
り
な
さ
い
ま
す
か
」
と
用

い
る
地
域
も
あ
り
(
曹
、
茶
と
「
死
」

の
結
び
つ
き
の
強
さ
を
示
す
。
タ
バ
コ
は
、
休
息
の
意
味
に
代
用
さ
れ
る
言
葉
で
あ
る
。

聞
き
手

が
「
安
ら
か
」
と
い
う
印
象
を
受
け
る
。

「
安
ら
か
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
を
も
っ
。

「
ご
ぼ
う
」
は
地
の
底

「
綿
」
も
タ
バ
コ
に
似
て
、

深
く
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
「
死
へ
の
旅
立
ち
」
を
連
想
さ
せ
る
。

「
黄
泉
の
国
」
を
連
想
す
る
人
も
あ
る
。
表
ー
に
示
し
た
「
長
崎
へ
線

香
を
買
い
に
行
く
」
(
山
口
市
〉
の
「
線
香
」
も
、
こ
の
例
で
あ
る
。
な
お
、
「
鍋
」
・
「
米
」
・
「
布
」
な
ど
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
目
下
の
と
こ

ろ
未
解
明
で
あ
る
。

結
局
、
も
と
も
と
「
他
界
」
を
意
味
し
て
い
た
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
い
う
語
が
、
同
音
の
混
同
に
よ
り
現
実
の
「
広
島
」
と
し
て
認
識
さ

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
表
現
か
ら
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
が
薄
れ
て
い
っ
た
。
そ
こ
で
、
新
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た
に
「
死
」
を
連
想
さ
せ
る
「
茶
」
な
ど
の
品
々
が
加
え
ら
れ
て
、
そ
れ
を
「
広
島
」

界
」
を
意
味
す
る
語
と
し
て
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

他

へ
買
い
に
行
く
と
い
う
表
現
が
出
現
し
、
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五

民
間
起
源
説
の
存
在
と
新
た
な
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
像

忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
行
く
」
の
由
来
に
つ
い
て
は
、
地
域
住
民
の
あ
い
だ
に
い
く
つ
か
の
起
源
説
が
存
在
し
て
い
る
。
以
下
、
そ
の

主
要
な
も
の
を
挙
げ
て
お
く
(
な
お
、

" 
〕
内
は
簡
略
化
の
た
め
に
本
稿
で
仮
に
用
い
た
各
説
の
名
称
で
あ
る
)
。

ω
門
宮
島
説
〕

安
芸
の
宮
島
は
島
全
体
が
聖
域
で
あ
り
、
島
内
に
墓
を
作
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
死
亡
者
が
出
た
場
合
、
な
き
が
ら
を

対
岸
へ
運
び
埋
葬
す
る
。
そ
の
習
俗
か
ら
こ
の
言
葉
が
発
生
し
た
と
す
る
説
。

同
〔
北
向
き
説
〕

愛
媛
県
今
治
市
付
近
な
ど
で
は
、
広
島
市
が
北
の
方
向
に
位
置
す
る
。
そ
こ
で
、
北
枕
と
同
様
に
北
の
方
角
を
嫌

っ
た
と
す
る
説
。

ω
〔
西
方
浄
土
説
〕

香
川
県
お
よ
び
愛
媛
県
の
島
唄
部
で
は
広
島
市
が
西
の
方
向
に
位
置
す
る
た
め
、
西
方
浄
土
の
思
想
か
ら
発
生

し
た
と
す
る
説
。

ω
〔
原
爆
説
〕

広
島
市
に
は
、
昭
和
二

O
(
一
九
四
五
)
年
に
原
子
爆
弾
に
よ
る
災
禍
が
あ
り
、
多
く
の
犠
牲
者
が
出
た
こ
と
か
ら

言
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
す
る
説
。

例
〔
宇
品
港
説
〕

戦
時
中
、
広
島
市
内
の
宇
品
港
か
ら
出
征
し
た
兵
士
の
多
く
が
還
ら
ぬ
人
と
な
っ
た
た
め
、
言
わ
れ
出
し
た
と
す

る
説
。ま

た
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
が
便
所
へ
行
く
こ
と
を
意
味
す
る
理
由
と
し
て
は
、
用
便
の
意
味
の
「
ひ
る
」
と
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
を

掛
け
て
、

「
ヒ
リ
シ
マ
」
あ
る
い
は
「
ヒ
ル
シ
マ
」
と
言
っ
た
と
す
る
説
〔
「
ヒ
リ
シ
マ
」
説
〕
。

こ
れ
ら
は
、

い
ず
れ
も
民
間
起
源
説
と
い
う
べ
き
も
の
で
、
比
較
的
多
く
の
人
々
か
ら
支
持
さ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
事
実
と
し
て
重
要



で
あ
る
。
し
か
し
、
内
容
的
に
は
誤
認
や
不
十
分
な
点
が
あ
る
。
宮
島
説
で
は
、
埋
葬
習
俗
の
説
明
は
正
し
い
。
宝
永
七
(
一
七
一

O
)

年
の
「
厳
島
服
忌
令
」
に
は
、
死
者
を
宮
島
の
島
内
に
葬
る
こ
と
を
禁
じ
、
対
岸
の
赤
崎
(
広
島
県
佐
伯
郡
大
野
町
赤
崎
)
に
墓
所
を
設

け
て
葬
る
よ
う
記
さ
れ
て
い
る

av
こ
の
習
俗
は
、
現
在
な
お
続
け
ら
れ
て
い
る
が
、

墓
所
の
位
置
は
一
貫
し
て
対
岸
の
赤
崎
で
あ
っ

思言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

て
、
広
島
で
は
な
い
。
赤
崎
は
、
広
島
と
は
二

0
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
、
市
街
の
連
担
は
な
い
。
ま
た
、

「
広
島
」
と
よ
ば
れ
て
い

参
詣
旅
客
用
で
あ
っ
て
〈
旬
、

な
き
が
ら
を
運
ぶ
棺
舟
の
行
先
は
赤
崎
で
あ
る
。

た
こ
と
も
な
い
。
宮
島
・
広
島
聞
に
航
路
は
あ
る
が
、

さ
ら
に
、
茶
・
綿
な
ど
を
「
買
い
に
行
く
」
と
い
う
表
現
の
存
在
に
つ
い
て
も
説
明
で
き
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
宮
島
説
は
起
源
説
と
し

て
疑
問
が
あ
る
。

北
向
き
説
は
、
島
根
県
北
部
な
ど
、
広
島
が
南
方
に
位
置
す
る
地
域
で
も
用
い
ら
れ
る
(
図
1
)
こ
と
か
ら
、
成
立
し
な
い
こ
と
は
明

ら
か
で
あ
る
。
西
方
浄
土
説
も
同
様
で
、
九
州
か
ら
み
て
広
島
は
東
方
に
あ
た
る
。
原
爆
説
は
、
宇
品
港
説
と
と
も
に
、
す
で
に
終
戦
の

八
年
前
(
昭
和
二
一
年
)
に
山
口
麻
太
郎
や
柳
田
国
男
が
こ
の
忌
言
葉
に
関
す
る
紹
介
や
論
考
を
発
表
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明
確
に
否

定
で
き
る
。
ま
た
、

「
便
所
に
行
く
」
意
味
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
説
は
、
説
明
と
し
て
は
興
味
深
い
が
、
何
を
目
的
と
し
た
掛
け
言
葉
で
あ

る
の
か
不
明
な
点
が
あ
る
。

こ
の
よ
う
に
、

い
ず
れ
も
真
の
起
源
説
と
し
て
は
認
め
が
た
い
が
、
こ
の
よ
う
な
諸
説
が
存
在
す
る
点
に
つ
い
て
は
注
意
を
払
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
、
原
爆
説
の
出
現
は
、
近
年
の
平
和
推
進
運
動
な
ど
に
よ
り
、
広
島
と
い
う
と
原
爆
を
連
想
す
る
人
々
が
増
大

し
て
い
る
こ
と
と
関
連
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
戦
前
の
山
口
・
柳
田
両
文
献
の
存
在
が
一
般
に
は
知
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
も
あ
っ
て
、
こ
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の
よ
う
な
解
釈
が
相
当
浸
透
し
て
い
る
状
況
に
あ
る
。
忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
分
布
に
つ
い
て
、
各
市
町
村
教
育
委
員
会
あ
て

に
教
示
を
お
願
い
し
た
筆
者
の
調
査
で
は
、
起
源
説
と
し
て
原
爆
を
想
定
し
た
例
が
五
例
あ
っ
た
。
し
か
も
、
「
悲
し
い
想
い
出
」
を
呼
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び
起
こ
す
と
し
て
「
用
い
な
い
よ
う
努
め
る
」
、
あ
る
い
は
「
遺
憾
」
と
す
る
例
(
市
名
村
名
は
公
表
を
遠
慮
し
た
い
)
が
存
在
し
て
い
る
。

「
ヒ
ロ
シ

筆
者
に
よ
る
調
査
依
頼
に
対
し
、
回
答
が
な
か
っ
た
市
町
村
の
な
か
に
も
、
同
様
の
判
断
が
含
ま
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る
。

す
る
。

マ
へ
行
く
」
の
本
来
の
意
味
内
容
と
は
べ
つ
に
、
現
在
、
こ
の
よ
う
な
解
釈
が
広
ま
り
つ
つ
あ
り
、
誤
解
を
防
ぐ
う
え
か
ら
も
注
意
を
要

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
は
、
現
実
の
都
市
、
と
く
に
商
都
と
し
て
の
広
島
を
想
定
す
る
も
の
で
あ
っ
た

が
、
原
爆
説
に
み
ら
れ
る
新
し
い
民
間
起
源
説
は
、
広
島
市
そ
れ
自
体
に
「
死
」
の
イ
メ
ー
ジ
を
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
起

源
説
の
浸
透
を
考
慮
に
い
れ
れ
ば
、
結
局
、
忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
に
は
、
図
5
に
示
す
よ
う
に
、

第
二
段
階
|
|
用
務
の
足
り
る
町
、
す
な
わ
ち
、
商
都
と
し
て
の
広
島

第
一
段
階
(
原
型
)
l
!
と
く
に
山
や
川
な
ど
具
体
的
な
事
物
の
存
在
が
感
じ
ら
れ
な
い
広
々
と
し
た
世
界
(
ム
ラ
)

第
三
段
階
|
!
被
爆
都
市
と
し
て
の
広
島

図 5忌言葉「ヒロシマへ行

く」におけるヒ戸、ンマ像の変遷

写真の出典:後藤陽一『広

島県の歴史』山川出版， 1972， 

P .85 (中段)および柳井乃武

夫『瀬戸内海・山陽』日本交通

公社， 1971， P. 14 (最下段)

と
い
う
、
三
段
階
の
異
な
る
認

識
像
が
認
め
ら
れ
る
。

本
来

は
、
第
一
段
階
に
示
す
よ
う

な
、
イ
メ
ー
ジ
の
う
え
の
抽
象

的
な
空
間
が
「
他
界
」
の
認
識

像
で
あ
っ
た
。
そ
れ
が
、
同
音

か
ら
く
る
混
同
に
よ
り
、
次
第



に
現
実
の
都
市
広
島
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
を
広
島
と
想
定
し
た
民
間
起
源
説
が
出
現
す

る
が
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
い
う
語
か
ら
受
け
る
「
他
界
」
の
イ
メ
ー
ジ
は
薄
れ
て
ゆ
く
。
広
島
は
、
商
都
と
し
て
認
識
さ
れ
、

「
他
界
」

の
イ
メ
ー
ジ
は
、

「
死
」
を
連
想
す
る
茶
・
綿
な
ど
の
品
々
を
忌
言
葉
に
加
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
補
わ
れ
る
。
こ
れ
が
第
二
段
階
で
あ

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

る
。
と
こ
ろ
が
、
近
年
に
な
っ
て
、
戦
争
、
と
く
に
原
爆
の
災
禍
を
連
想
す
る
こ
と
に
よ
り
、
広
島
と
「
死
」
を
直
接
結
び
つ
け
る
第
三

段
階
の
認
識
像
が
登
場
し
、
浸
透
し
つ
つ
あ
る
。
忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
に
み
る
「
他
界
」
の
認
識
像
は
、
こ
の
よ
う
な
変
遷
を

示
し
て
い
る
。

..... ーノ、

と

め

ま

本
稿
は
、
西
日
本
で
「
死
去
す
る
」
に
代
え
て
用
い
ら
れ
る
忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
・
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
に
注

目
し
、
こ
の
言
葉
を
用
い
る
人
々
に
よ
る
「
他
界
」
の
認
識
像
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
、
が
目
的
で
あ
っ
た
。
研
究
の
方
法
と
し
て
は
こ
の

忌
言
葉
の
分
布
を
調
査
し
、
さ
ら
に
用
法
上
の
特
徴
を
検
討
し
て
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
」
と
は
ど
乙
で
あ
る
か
を
考
察
し
た
。

結
果
と
し
て
、
こ
れ
ら
の
忌
言
葉
は
、
小
豆
島
か
ら
対
馬
に
か
け
て
の
瀬
戸
内
を
中
心
と
し
た
地
域
に
分
布
し
て
い
た
。
用
法
と
し
て

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
が
「
便
所
へ
行
く
」
こ
と
を
意
味
す
る
地
域
・

t主

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
等
と
表
現
し
て
「
死
」

を
意
味
す
る
地
域
・

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
表
現
し
て
「
死
」
を
意
味
す
る
地
域
に
区
分
で
き
、
そ
れ
ら
は
、
広
島
を
中
心
に
周
圏
的

に
分
布
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
っ
た
。
国
語
学
の
知
見
を
援
用
し
な
が
ら
こ
の
現
象
を
解
釈
し
て
ゆ
く
と
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
は
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「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
よ
り
も
古
く
か
ら
あ
る
表
現
法
で
あ
り
、
そ
こ
に
み
ら
れ
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
原
義
は
、

「
よ
そ
」

を
表
す
広
々
と
し
た
世
界
(
ム
ラ
〉
で
あ
る
と
判
断
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
こ
の
よ
う
な
抽
象
的
な
空
間
を
表
す
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
が
、
同
音
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の
混
同
に
よ
り
、
現
実
の
広
島
と
し
て
認
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
表
現
に
「
死
」
を
連
想
す
る
品
物
が
加
わ
っ
て
、

ヒ
ロ

シ
マ
ヘ
ー
を
買
い
に
行
く
」
等
が
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
商
都
と
し
て
の
広
島
像
が
、
従
前
の
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
像
に
代
わ
っ
て
出

現
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
忌
言
葉
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
宮
島
(
厳
島
)
に
お
け
る
特
異
な
葬
制
を
起
源
と
し
て
挙
げ
る
も
の
を
は
じ
め
、

い
く
つ
か
の
民

間
起
源
説
が
存
在
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
広
島
と
い
う
地
名
か
ら
戦
争
、
と
く
に
原
子
爆
弾
に
よ
る
災
禍
を
連
想
す
る
も
の
も
あ

る。

「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
行
く
」
と
い
う
言
葉
は
、
戦
前
に
も
確
実
に
用
い
ら
れ
て
お
り
、
こ
の
起
源
説
は
事
実
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
し

か
し
、
こ
の
よ
う
な
理
解
が
浸
透
し
つ
つ
あ
る
こ
と
は
注
意
を
要
す
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
み
て
、
忌
言
葉
に
お
け
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
像
が

近
年
再
び
変
化
し
、
商
都
と
し
て
の
広
島
で
は
な
く
、
被
爆
都
市
と
し
て
の
広
島
が
連
想
さ
れ
る
傾
向
を
認
め
ざ
る
を
え
な
い
。
結
局
、

忌
言
葉
「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
に
み
る
「
ヒ
ロ
シ
マ
」
の
意
味
内
容
は
、
以
上
の
よ
う
な
三
段
階
の
変
遷
を
示
す
。
こ
れ
は
、

「
死
後
の

陛
界
」
、
す
な
わ
ち
「
他
界
」
と
い
う
、

一
種
の
「
嫌
わ
れ
空
間
」
に
対
す
る
認
識
像
の
変
化
と
し
て
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

現
在
、

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
忌
言
葉
は
、
次
第
に
消
滅
し
つ
つ
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
な
お
多
く
の
人
々
の
意
識
の
な
か

に
は
存
在
し
て
い
る
。
こ
の
忌
言
葉
は
、
た
い
へ
ん
誤
解
を
招
き
や
す
い
言
葉
で
も
あ
る
。
と
く
に
、
広
島
周
辺
に
居
住
す
る
人
々
の
な

か
に
は
、
こ
の
言
葉
の
存
在
を
複
雑
な
心
境
で
捉
え
る
場
合
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
本
稿
は
、
学
術
的
立
場
に
基
づ
く
中
立
的
な
検
討

の
み
を
行
な
い
、
こ
の
忌
言
葉
が
存
在
す
る
こ
と
の
是
非
に
つ
い
て
の
提
言
な
ど
は
さ
し
控
え
た
い
と
思
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
次
の
点

は
確
認
し
て
お
き
た
い
。

「
ヒ
ロ
シ
マ
へ
行
く
」
と
い
う
言
葉
の
原
義
や
使
用
の
歴
史
を
考
え
れ
ば
、
広
島
と
い
う
現
実
の
地
域
に
、
不

当
な
劣
等
意
識
や
差
別
意
識
を
あ
て
は
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
う
事
実
で
あ
る
。



付

詑

忌言葉「ヒロシマへ行く」にみる他界の認識像とその変化

本
稿
は
一
九
八
四
年
度
歴
史
地
理
学
会
大
会
に
お
い
て
発
表
し
た
内
容
に
加
筆
修
正
し
た
も
の
で
あ
る
。
本
稿
の
主
題
に
つ
い
て
は
横
山
昭
市
先
生

の
御
教
示
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
き
く
、
作
成
に
あ
た
っ
て
は
黒
崎
千
晴
先
生
・
菊
地
利
夫
先
生
・
千
葉
徳
商
先
生
・
田
村
正
夫
先
生
の
御
指
導
を
頂
い

た
。
ま
た
、
石
田
寛
先
生
・
脇
田
武
光
先
生
・
高
橋
伸
夫
先
生
・
五
味
武
臣
先
生
・
田
林
関
先
生
を
は
じ
め
、
多
く
の
先
生
・
諸
兄
の
方
々
か
ら
有
益

な
御
助
一
言
と
励
ま
し
を
賜
っ
た
。
調
査
対
象
地
域
各
市
町
村
の
教
育
委
員
会
職
員
各
位
に
は
郵
便
に
よ
る
質
問
に
親
切
に
応
じ
て
頂
き
、
現
地
調
査
で

は
多
く
の
住
民
の
方
々
に
お
世
話
に
な
っ
た
。
以
上
、
記
し
て
あ
っ
く
御
礼
を
申
し
上
げ
る
次
第
で
あ
る
。

注
お
よ
び
文
献

一
九
七
三
寸
二
一
一
一

t
二
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(
1
)
本
稿
に
お
け
る
忌
言
葉
の
用
法
は
、
次
の
文
献
の
用
法
に
従
っ
た
。
楳
垣
実
『
日
本
の
忌
み
こ
と
ば
』
岩
崎
美
術
社
、

四
頁

(
2
)
山
口
麻
太
郎
「
続
壱
岐
島
方
言
集
」
一
九
三
七
初
版
(
『
山
口
麻
太
郎
著
作
集
ニ
l
方
一
一
日
と
諺
篇
1
』
佼
成
出
版
、
一
九
七
五
三
二
四
三
頁

(
3
)

柳
田
国
男
「
広
島
へ
煙
草
買
ひ
に
」
民
間
伝
承
二
|
七
、
一
九
三
七
、
一

t
一一頁

(
4
)
具
体
的
に
は
次
の
文
献
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
、
桂
井
和
維
『
俗
信
の
民
俗
』
岩
崎
美
術
社
、
一
九
七
三
、
二
二

O
頁

B
、
井
之
口
章
次
『
日
本
の
俗
信
』
弘
文
堂
、
一
九
七
五
、
六
八
頁

(
5
)

具
体
的
に
は
次
の
文
献
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
、
コ
一
宅
千
代
二
「
伊
予
の
僅
諺
と
こ
ろ
ど
こ
ろ
」
伊
予
史
談
一
三
一
、
一
九
五
二
、
二
二
頁

B
、
松
岡
利
夫
「
人
生
儀
礼
」
(
和
歌
森
太
郎
編
『
く
に
さ
き
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
六

O
)、
一
三
四
頁

c、
河
野
正
文
「
葬
送
の
し
く
み
」
(
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
民
俗
下
』
愛
媛
県
、
一
九
八
四
)
、
四
一
一
頁

(
6
)

横
山
昭
市
「
広
島
を
ど
う
み
て
い
る
か
対
岸
交
流
地
域
『
松
山
』
か
ら
の
広
島
像
|
」
(
広
島
県
企
画
部
編
『
「
地
方
の
時
代
」
に
お
け
る
広

島
』
広
島
県
企
画
部
、
一
九
八
二
、
二
三
頁

(
7
)

前
掲
(
3
)
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(
8
)

千
葉
徳
商
「
『
ヒ
ロ
シ
マ
に
行
く
』
話
l
ム
ラ
び
と
の
広
域
志
向
性
l
」
第
三
六
回
日
本
民
俗
学
会
年
会
発
表
要
旨
集
、
一
九
八
四
、
六

t
七

頁

(
9
)

「
嫌
わ
れ
空
間
」
の
概
念
や
具
体
例
に
つ
い
て
は
左
記
を
参
照
さ
れ
た
い
。

A
、
小
口
千
明
「
集
治
監
を
核
と
し
た
集
落
の
形
成
と
住
民
の
集
治
監
像
」
歴
史
地
理
学
紀
要
二
五
、
一
九
八
三
、
六
回

t
六
五
頁

B
、
小
口
千
明
「
家
相
観
に
み
る
空
間
評
価
の
相
対
性
|
埼
玉
県
に
お
け
る
『
富
士
向
き
』
伝
承
と
易
と
の
対
比
か
ら
1
」
歴
史
地
理
学
一
一
一
一
一
、

一
九
八
三
、
一
一
頁

c、
小
口
千
明
「
石
風
呂
入
浴
慣
行
の
分
布
と
そ
の
衛
生
観
」
、
「
社
会
科
」
学
研
究
八
、
一
九
八
四
、
二
一

1
一
一
二
頁

(
叩
)
島
根
県
簸
川
郡
佐
田
町
の
例
で
あ
る
。

(
日
)
例
え
ば
次
の
文
献
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
、
柳
田
国
男
「
魂
の
行
く
へ
」
一
九
四
九
初
版
、
(
『
定
本
柳
田
国
男
集
一
五
』
筑
摩
書
房
、
一
九
六
九
三
五
五
三

t
五
六
一
一
貝

B
、
谷
川
健
一
『
常
世
論
l
日
本
人
の
魂
の
ゆ
く
え

l
』
平
凡
社
、
一
九
八
三

(
ロ
)
こ
こ
で
は
N
H
K
ア
ナ
ウ
ン
サ
ー
の
発
音
を
一
般
的
と
考
え
た
。

(
日
)
笠
岡
市
の
例
で
あ
る
。

(
U
)

例
え
ば
『
日
本
言
語
地
図
』
に
お
い
て
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
行
く
」
は
調
査
項
目
の
中
に
な
い
。
ま
た
、
亀
井
孝
「
死
に
関
す
る
日
本
一
誌
に
つ
い

て
」
人
類
科
学
一
二
、
一
九
六

O
、
一
九
六

1
ニ
O
八
頁
、
は
言
語
学
の
論
考
で
、
死
の
腕
曲
表
現
に
も
言
及
し
て
い
る
が
、
「
ヒ
ロ
シ
マ
ヘ
行

く
」
に
は
触
れ
ら
れ
て
い
な
い
。

(
日
)
未
調
査
と
は
、
調
査
票
を
発
送
し
て
い
な
い
地
域
の
ほ
か
、
調
査
票
発
送
後
、
本
稿
作
成
時
ま
で
に
回
答
が
到
着
し
な
か
っ
た
市
町
村
を
含

む。

(時

)

A
、
鎌
田
良
二
「
愛
媛
県
西
南
部
方
言
語
法
|
語
法
境
界
の
試
み

l
」
甲
南
女
子
大
学
研
究
紀
要
三
一
、
一
九
六
六
、
二
一

t
一一一一頁

B
、
江
端
義
夫
「
愛
媛
県
の
方
言
」
(
『
講
座
方
言
学
八
|
中
国
・
四
国
地
方
の
方
一
言
|
』
国
書
刊
行
会
、
一
九
八
二
)
、
三
九
七

1
四
O
五
頁

森
正
史
「
民
俗
の
地
域
区
分
と
特
性
」
(
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
民
俗
上
』
愛
媛
県
、
一
九
八
一
ニ
)
、
五
六
頁

例
え
ば
い
、
長
岡
博
男
「
民
俗
の
地
域
差
|
加
賀
と
能
登
の
場
合
i
」
日
本
民
俗
学
会
報
一
七
、
一
九
六
一
、
一

t
四
頁
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(ロ)
(
臼
)



(
m
m
)

例
え
ば
、
日
野
資
純
「
津
軽
方
言
と
南
部
方
言
1

青
森
県
方
言
の
区
画

l
」
言
語
生
活
七
七
、
一
九
五
八
、
七
六
頁
、
が
挙
げ
ら
れ
る
。

(
却
)
柴
田
武
「
こ
と
ば
の
地
域
差
」
(
大
野
晋
・
柴
田
武
編
『
岩
波
講
座
日
本
語
一
一
1
1
方
一
言
|
』
岩
波
書
底
、
一
九
七
七
三
七
頁

(
幻
)
木
村
礎
校
訂
『
旧
高
旧
領
取
調
帳
中
国
・
四
国
編
』
近
藤
出
版
社
、
一
九
七
八
、
三
三
二
J
三
三
九
頁

(
辺
)
藤
目
節
夫
「
愛
媛
県
の
機
能
地
域
区
分
」
(
横
山
昭
市
・
深
石
一
夫
編
『
愛
媛
県
の
地
域
区
分
と
地
域
設
定
に
関
す
る
研
究
』
愛
媛
大
学
地
域

社
会
総
合
研
究
所
、
一
九
八
二
)
、
七
一

t
七
七
頁

(
お
)
前
掲
(
3
)

(
泊
)
金
田
一
春
彦
『
日
本
語
方
言
の
研
究
』
東
京
堂
出
版
、
一
九
七
七
、
八
三

t
八
五
頁
お
よ
び
一
一
一
一
五
頁

(
部
)
柳
田
国
男
『
嫡
牛
考
』
岩
波
書
庖
、
一
九
二
七
初
版
、
一
九
八

O
再
録

(お
)

A
、
井
上
史
雄
「
方
言
の
分
布
と
変
選
」
(
前
掲
(
却
)
所
収
)
、
一

o
o
t一
O
三
頁

B
、
柴
田
式
「
解
説
」
(
前
掲
(
お
)
所
収
)
、
二
三

O
頁

(
幻
)
前
掲
(
お
)
A
、
一

O
O頁

(
部
)
菅
野
寿
郎
・
尾
留
川
正
平
編
『
日
本
地
誌
一
八
』
二
宮
書
底
、
一
九
六
九
、
二
二
頁

(
却
)
穐
岡
謙
治
「
鉱
産
資
源
と
鉱
山
」
(
愛
媛
県
史
編
さ
ん
委
員
会
編
『
愛
媛
県
史
地
誌
I
総
論
』
愛
媛
県
、
}
九
八
一
ニ
)
、
四
七
七

1
四
七
八
頁

(
叩
)
前
掲
(
3
)

(
幻
)
竹
内
清
文
「
壱
岐
と
対
馬
」
(
岩
本
政
教
ほ
か
編
『
白
木
地
誌
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
九
州
地
方
』
大
明
堂
、
一
九
六
八
)
、
一
四
二
頁

(
担
)
土
井
仙
吉
「
九
州
(
七
)
水
産
」
(
藤
岡
謙
二
郎
編
『
日
本
歴
史
地
理
総
説
近
世
編
』
守
川
弘
文
館
、
一
九
七
七
三
四
三
一
貝

(
お
)
前
掲
(
担
)

(
鈍
)
広
島
市
役
所
編
集
・
発
行
『
新
修
広
島
市
史
七
』
、
一
九
六

O
、
八
二
頁

(
出
)
ゴ
カ
と
は
空
閑
地
を
意
味
す
る
呼
称
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
柳
田
国
男
「
地
名
の
研
究
」
一
九
三
六
初
版
(
『
定
本
柳
田
国
男
集
二

O
』
筑
摩

書
房
、
一
九
七

O
)、
二
一
八

i
一
二
九
頁

(
お
)
日
本
大
辞
典
刊
行
会
編
『
日
本
国
語
大
辞
典
一

O
』
小
学
館
、

(
幻
)
山
口
県
熊
毛
郡
大
和
町
の
例
で
あ
る
。
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一
九
七
回
、
七
八
頁
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(
沼
)
日
本
放
送
協
会
編
『
全
国
方
言
資
料
五

川
内
町
)
の
例
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。

(
却
)
藤
井
昭
『
日
本
の
民
俗
広
島
』
第
一
法
規
、
一
九
七
三
、
一
四

0
1
一
四
一
一
貝

(
却
)
宮
本
常
一
・
神
崎
宣
武
「
生
産
・
生
業
・
交
通
・
運
輸
・
交
易
」
(
広
島
県
教
育
委
員
会
編
集
・
発
行
『
厳
島
民
俗
資
料
緊
急
調
査
報
告
書
』
、

一
九
七
二
)
、
六
四

t
六
七
頁

中
国
・
四
国
編
』
日
本
放
送
出
版
協
会
、

一
九
六
七
、
三
四
四
頁
に
、
愛
媛
県
温
泉
郡
川
内
村
(
現
、




