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一
、
は
じ
め
に

　

本
論
文
は
、
信
州
方
言
を
市
民
レ
ベ
ル
で
守
り
伝
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る

こ
と
を
主
張
す
る
も
の
で
あ
る
。
ま
ず
、
信
州
方
言
を
学
術
的
な
視
点
と
一

般
市
民
的
な
視
点
と
の
両
面
か
ら
群
馬
方
言
と
比
較
し
つ
つ
確
認
す
る
。
次

に
、
日
本
社
会
に
お
け
る
日
本
語
方
言
の
認
識
の
変
容
に
触
れ
つ
つ
、
無
形

文
化
財
と
し
て
の
信
州
方
言
を
、
様
々
に
工
夫
を
凝
ら
し
楽
し
み
な
が
ら
市

民
レ
ベ
ル
で
守
り
伝
え
て
い
く
べ
き
で
あ
る
こ
と
を
主
張
す
る
。本
論
文
は
、

平
成
二
十
九
年
二
月
十
八
日
に
、
上
田
駅
前
ビ
ル
パ
レ
オ
二
階
会
議
室
に
お

い
て
行
っ
た
上
田
女
子
短
期
大
学
公
開
講
座
「
外
か
ら
見
た
信
州
方
言
・
群

馬
方
言
か
ら
見
た
信
州
方
言
」
の
講
座
内
容
を
再
構
成
し
て
論
文
に
ま
と
め

た
も
の
で
あ
る
。
な
お
、
本
論
文
で
は
、「
信
州
方
言
」
は
長
野
県
方
言
を

指
し
、「
群
馬
方
言
」
は
群
馬
県
方
言
あ
る
い
は
上
州
方
言
と
同
意
で
あ
る
。

　

本
論
文
の
構
成
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
第
一
に
、「
方
言
」
と
い
う
用

語
の
一
般
的
な
解
釈
と
学
問
的
な
解
釈
の
違
い
を
確
認
し
、
日
本
語
方
言
区

画
に
お
け
る
信
州
方
言
と
群
馬
方
言
の
位
置
づ
け
と
、
信
州
方
言
、
群
馬
方

言
そ
れ
ぞ
れ
内
部
の
方
言
区
画
に
つ
い
て
述
べ
る
。
第
二
に
、
複
数
の
市
民

向
け
の
都
道
府
県
別
方
言
紹
介
図
書
か
ら
特
徴
的
な
信
州
方
言
を
取
り
上

げ
、
信
州
方
言
の
ど
の
よ
う
な
も
の
が
県
外
か
ら
注
目
さ
れ
る
の
か
を
再
認

識
す
る
。
第
三
に
、
日
本
社
会
の
日
本
語
方
言
に
対
す
る
認
識
の
歴
史
的
変

化
を
辿
っ
た
う
え
で
、
現
代
の
信
州
方
言
に
対
す
る
認
識
を
様
々
な
社
会
現

象
か
ら
浮
き
彫
り
に
す
る
。
最
後
に
ま
と
め
と
し
て
、
方
言
か
る
た
な
ど
を

例
に
、
市
民
レ
ベ
ル
で
の
信
州
方
言
の
保
存
・
継
承
の
あ
り
方
を
考
え
る
。

信
州
方
言
の
保
存
・
継
承
を
考
え
る

　
外
か
ら
見
た
信
州
方
言
・
群
馬
方
言
か
ら
見
た
信
州
方
言
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二
、「
方
言
」
と
い
う
用
語

　
「
方
言
」
と
い
う
用
語
に
は
様
々
な
と
ら
え
方
が
あ
る
。
地
域
性
に
視
点

を
当
て
れ
ば
、
全
国
共
通
語
の
対
義
語
と
し
て
、
そ
の
土
地
の
言
葉
と
し
て

の
「
方
言
」
が
あ
る
。
場
面
性
に
視
点
を
当
て
れ
ば
、
改
ま
っ
た
言
葉
の
対

義
語
と
し
て
、
仲
間
内
で
肩
肘
張
ら
ず
に
く
つ
ろ
い
で
話
す
言
葉
と
し
て
の

「
方
言
」
が
あ
る
。
使
用
者
の
年
代
に
視
点
を
当
て
れ
ば
、
若
者
言
葉
の
対

義
語
と
し
て
、
高
齢
者
の
話
す
言
葉
と
し
て
の
「
方
言
」
が
あ
る
。
使
用
者

の
性
別
に
視
点
を
当
て
れ
ば
、
男
女
共
通
語
の
対
義
語
と
し
て
、
男
言
葉
、

女
言
葉
と
い
っ
た
「
方
言
」
も
あ
る
。
使
用
者
の
所
属
社
会
に
視
点
を
当
て

れ
ば
、
一
般
語
の
対
義
語
と
し
て
、
専
門
語
、
職
業
語
、
隠
語
、
キ
ャ
ン
パ

ス
言
葉
な
ど
の
「
方
言
」
が
あ
る
。
本
論
文
に
お
け
る
「
方
言
」
は
、
地
域

性
に
視
点
を
当
て
た
全
国
共
通
語
の
対
義
語
と
し
て
の
方
言
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
は
、
も
う
少
し
踏
み
込
ん
で
、
本
論
文
に
お
け
る
「
方
言
」
と
い

う
用
語
を
規
定
す
る
。
本
論
文
に
お
け
る
「
方
言
」
は
、
特
定
の
言
語
（
日

本
語
）
の
中
に
存
在
す
る
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
で
あ
り
、
か
つ
、
特
定
の
地
域

の
言
語
の
総
体
と
規
定
す
る
。
言
語
の
総
体
と
は
、
語
彙
、
音
韻
・
音
声
、

文
法
等
の
言
語
の
要
因
す
べ
て
を
指
す
。
ま
た
、「
方
言
」
は
、
グ
ラ
デ
ー

シ
ョ
ン
を
持
っ
た
言
葉
の
連
続
体
で
も
あ
る
。
信
州
方
言
と
群
馬
方
言
は
隣

接
す
る
方
言
で
あ
る
が
、
両
方
言
の
境
界
線
を
境
に
、
明
確
に
一
方
が
信
州

方
言
で
も
う
一
方
が
群
馬
方
言
と
な
る
よ
う
な
こ
と
は
あ
り
得
な
い
と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
信
州
方
言
の
特
徴
を
強
く
有
す
る
地
域
か
ら
群
馬
方
言
の
特

徴
を
強
く
有
す
る
地
域
に
向
か
っ
て
、
少
し
ず
つ
信
州
方
言
の
特
徴
が
薄
ま

り
少
し
ず
つ
群
馬
方
言
の
特
徴
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
く
と
い
う
こ

と
で
、
こ
の
こ
と
を
し
て
「
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
」
と
表
現
す
る
。

三
　
日
本
語
方
言
区
画
に
お
け
る
信
州
方
言
と
群
馬
方
言

　

日
本
語
方
言
区
画
と
は
、
日
本
中
に
方
言
は
い
く
つ
あ
る
の
か
を
論
じ
る

研
究
で
あ
る
。
こ
の
研
究
で
は
過
去
に
多
く
の
方
言
研
究
者
が
様
々
な
論
を

展
開
し
て
き
た
が
、
現
在
で
は
、
東
条
操
の
方
言
区
画
を
基
準
に
考
え
る
の

が
一
般
的
で
あ
る
（【
図
１
】
参
照
）。

　

そ
れ
に
よ
れ
ば
、
信
州
方
言
は
、
本
土
方
言　

〉
東
部
方
言　

〉
東
海
・

東
山
方
言　

〉
信
州
方
言
と
い
っ
た
括
り
と
な
る
。
一
方
、
群
馬
方
言
は
、

本
土
方
言　

〉
東
部
方
言　

〉
関
東
方
言　

〉
群
馬
方
言
と
い
っ
た
括
り
と

な
る
。
信
州
方
言
と
群
馬
方
言
と
は
、
隣
接
し
て
い
る
も
の
の
、
十
六
の
日

本
語
方
言
区
画
に
お
い
て
は
、
信
州
方
言
が
東
海
・
東
山
方
言
に
、
群
馬
方

言
が
関
東
方
言
に
属
し
、
異
な
る
方
言
区
画
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
。

　

信
州
方
言
が
属
す
る
東
海
・
東
山
方
言
で
は
、
音
韻
上
の
特
色
と
し
て
、

ア
イ
の
連
母
音
が
エ
ー
と
な
る
地
域
が
見
ら
れ
る
。
ま
た
、
語
中
の
ガ
行
音
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が
鼻
濁
音
で
あ
る
地
域
が
関
東
地
方
よ
り
広
い
。文
法
上
の
特
色
と
し
て
は
、

推
量
や
意
思
の
助
動
詞
と
し
て
ズ
・
ス
ラ
が
広
く
使
わ
れ
る
。
ま
た
、
古
語

を
受
け
継
ぐ
と
考
え
ら
れ
る
「
ナ
ナ
＋
動
詞
＋
ト
」
の
よ
う
な
禁
止
表
現
が

見
ら
れ
る
地
域
が
あ
っ
た
り
、
動
詞
の
否
定
の
助
動
詞
「
な
い
」
に
対
し
て

ン
の
用
い
ら
れ
る
地
域
や
「
出
し
た
」
を
ダ
イ
タ
、「
貸
し
た
」
を
カ
イ
タ

の
よ
う
に
サ
行
五
段
活
用
動
詞
に
イ
音
便
が
用
い
ら
れ
る
地
域
が
あ
っ
た
り

す
る
。

　

群
馬
方
言
が
属
す
る
関
東
方
言
は
、
音
韻
上
の
特
色
と
し
て
、
ア
イ
の
連

母
音
を
エ
ー
と
発
音
す
る
地
域
が
多
い
。
文
法
上
の
特
色
と
し
て
は
、
い
わ

ゆ
る
「
関
東
べ
い
」
と
呼
ば
れ
る
推
量
の
ベ
ー
が
用
い
ら
れ
る
地
域
が
広
く

み
ら
れ
る
。

四
　
信
州
方
言
と
群
馬
方
言
の
内
部
方
言
区
画

　

信
州
方
言
と
群
馬
方
言
の
そ
れ
ぞ
れ
の
内
部
の
方
言
区
画
を
確
認
す
る
。

　

信
州
方
言
に
つ
い
て
は
、
馬
瀬
（
一
九
九
二
）
に
よ
れ
ば
、
奥
信
濃
方
言
、

北
信
方
言
、
東
信
方
言
、
中
信
方
言
、
南
信
方
言
の
五
つ
の
方
言
に
区
分
さ

れ
る
（【
図
３
】
参
照
）。
群
馬
方
言
に
つ
い
て
は
、
古
瀬
（
一
九
九
七
）
に

よ
れ
ば
、
北
・
西
部
方
言
、
中
央
部
方
言
、
東
南
部
方
言
の
三
つ
の
方
言
区

画
に
区
分
さ
れ
る
（【
図
２
】
参
照
）。

　
【
図
２
】
と
【
図
３
】
は
、
信
州
方
言
と
群
馬
方
言
の
そ
れ
ぞ
れ
内
部
の

方
言
区
画
を
明
示
す
る
た
め
に
個
別
に
示
し
て
い
る
が
、
地
図
上
で
は
、
東

に
群
馬
県
、
西
に
長
野
県
と
い
う
位
置
関
係
で
隣
接
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、

群
馬
方
言
の
北
・
西
部
方
言
と
信
州
方
言
の
奥
信
濃
方
言
、
北
信
方
言
、
東

信
方
言
と
が
隣
接
の
位
置
関
係
に
あ
る
。

　

前
項
で
は
、
信
州
方
言
と
群
馬
方
言
と
は
十
六
あ
る
日
本
語
方
言
区
画
に

【図1】方言区画（真田編著 2011より）
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お
い
て
は
異
な
る
方
言
区
画
に
属
す
る
こ
と
と
な
る
と
述
べ
た
も
の
の
、
二

で
述
べ
た
よ
う
に
、
各
々
の
方
言
は
グ
ラ
デ
ー
シ
ョ
ン
を
持
っ
た
言
葉
の
連

続
体
で
あ
る
の
で
、
信
州
方
言
の
奥
信
濃
方
言
、
北
信
方
言
、
東
信
方
言
と

群
馬
方
言
の
北
・
西
部
方
言
と
は
極
め
て
似
通
っ
た
方
言
で
あ
る
と
言
え
る
。

言
い
換
え
れ
ば
、
信
州
方
言
の
奥
信
濃
方
言
、
北
信
方
言
、
東
信
方
言
の
内

部
で
は
、
東
に
向
か
う
ほ
ど
（
群
馬
方
言
に
近
づ
く
ほ
ど
）、
東
海
・
東
山

方
言
の
特
徴
が
薄
ま
り
群
馬
方
言
の
特
徴
に
近
づ
く
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ

て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
、
群
馬
方
言
の
北
・
西
部
方
言
の
内
部
は
、

西
に
向
か
う
ほ
ど
（
信
州
方
言
に
近
づ
く
ほ
ど
）、
関
東
方
言
の
特
徴
が
薄

ま
り
、
信
州
方
言
の
特
徴
に
近
づ
く
と
い
う
現
象
が
起
こ
っ
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。

【図2】群馬県方言区画（古瀬 1997より）

【図3】長野県方言区画（馬瀬 1992より）
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五
　
方
言
図
書
か
ら
見
る
特
徴
的
な
信
州
方
言

　

こ
こ
で
は
、複
数
の
一
般
市
民
向
け
の
都
道
府
県
別
方
言
紹
介
図
書
か
ら
、

信
州
方
言
の
特
徴
と
し
て
ど
の
よ
う
な
信
州
方
言
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
の
か

を
示
す
こ
と
で
、
特
徴
的
な
信
州
方
言
を
確
認
す
る
。

五

－

一　
『
方
言
と
地
図
』

　

井
上
（
二
〇
〇
九
）
は
、
イ
ラ
ス
ト
に
よ
る
都
道
府
県
ご
と
の
方
言
地
図

が
特
徴
的
な
方
言
と
と
も
に
示
さ
れ
、
そ
の
都
道
府
県
の
方
言
を
地
理
的
な

視
点
か
ら
紹
介
し
て
い
る
。

　

長
野
県
の
ペ
ー
ジ
で
は
、「
ず
く　

だ
さ
ね
ば
ね
」（
や
る
気
を　

だ
さ
な

く
ち
ゃ
ね
）
が
大
き
く
取
り
あ
げ
ら
れ
、
そ
の
他
に
「
せ
っ
た
か　

せ
ね
か　

せ
っ
て
み
ろ
！
」（
言
っ
た
か　

言
わ
な
い
か　

言
っ
て
み
ろ
！
）、「
な
な

か
ま
っ
と
」（
い
じ
め
ち
ゃ
だ
め
だ
よ
）、「
い
か
ず
」（
い
き
ま
し
ょ
う
）、「
じ
ょ

ん
の
び
だ
」（
楽
だ
）、「
と
ん
で　

き
て
！
」（
走
っ
て　

来
い
！
）、「
み
や

ま
し
い
」（
働
き
も
の
だ
）、「
め
た　

い
け
ね
え
わ
い
」（
も
う
全
然　

ダ
メ

で
す
よ
）
な
ど
が
リ
ン
ゴ
や
牛
の
イ
ラ
ス
ト
と
と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

方
言
地
図
に
よ
る
県
内
の
方
言
の
違
い
を
示
す
イ
ラ
ス
ト
に
お
い
て
は
、

北
信
方
言
の
「
が
が
っ
ぺ
ぇ
」（
ま
ぶ
し
い
）・「
も
う
ら
し
い
」（
か
わ
い
そ

う
）
が
、
東
信
方
言
の
「
が
が
っ
ぽ
し
い
」（
ま
ぶ
し
い
）・「
も
げ
ぇ
」（
か

わ
い
そ
う
）
が
、中
信
方
言
の
「
ひ
ど
ろ
っ
て
ぇ
」（
ま
ぶ
し
い
）・「
む
ご
い
」

（
か
わ
い
そ
う
）
が
、
南
信
方
言
の
「
ひ
ど
ろ
っ
こ
い
」（
ま
ぶ
し
い
）・「
お

や
げ
ね
ぇ
」（
か
わ
い
そ
う
）
が
、
そ
れ
ぞ
れ
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
い
か
に
も
ご
当
地
ら
し
い
言
葉
、
各
県
の
方
言
に
見
ら
れ
る
お

も
し
ろ
い
特
徴
や
特
に
ユ
ニ
ー
ク
な
言
葉
で
は
、「
で
」「
ず
く
な
し
」「
お

お
ず
く
」「
こ
ず
く
」
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。「
で
」
は
、「
ス
ー
パ
ー
の
前

で
に
あ
る
の
が
、
郵
便
局
ず
ら
？
」
と
い
う
用
例
を
用
い
て
、「
前
」
の
後

に
「
で
」
が
つ
く
こ
と
に
注
目
す
る
記
述
が
な
さ
れ
て
い
る
。「
ず
く
」
に

つ
い
て
は
、「
何
か
を
や
る
た
め
の
意
思
や
行
動
力
」
を
指
す
言
葉
と
し
て
、

長
野
を
中
心
と
し
た
甲
信
越
地
方
で
よ
く
使
わ
れ
る
と
さ
れ
て
い
る
。

五

－

二　
『
中
部
の
方
言
』

　

井
上
・
吉
岡
（
二
〇
〇
四
）
は
、全
国
各
地
の
方
言
を
暮
ら
し
の
中
の
「
生

活
の
こ
と
ば
」
と
し
て
位
置
づ
け
て
、
日
本
語
方
言
を
紹
介
す
る
シ
リ
ー
ズ

図
書
『
調
べ
て
み
よ
う
暮
ら
し
の
こ
と
ば
』
全
七
冊
の
う
ち
の
一
冊
で
あ
る
。

児
童
・
生
徒
の
総
合
的
な
学
習
の
資
料
と
し
て
も
活
用
さ
れ
る
よ
う
編
集
さ

れ
て
い
る
。

　

長
野
県
の
ペ
ー
ジ
で
は
、
用
例
と
と
も
に
、「
つ
も
い
」（
き
つ
い
）、「
い

た
だ
き
ま
し
た
」（
ご
ち
そ
う
さ
ま
で
し
た
）、「
か
う
」（
掛
け
る
）、「
へ
ら
」

（
舌
）、「
ま
え
で
」（
前
）、「
じ
っ
と
」（
た
え
ず
、
し
ょ
っ
ち
ゅ
う
）、「
～
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か
や
」（
～
か
な
？
）、「
と
ぶ
」（
走
る
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、「
つ

も
い
」
で
は
、「
靴
が
つ
も
く
な
っ
た
」「
こ
の
服
お
な
か
の
と
こ
ろ
が
つ
も

く
な
っ
た
」「
障
子
が
つ
も
い
」
と
い
う
用
例
と
と
も
に
、「
服
な
ど
が
き
つ

い
こ
と
を
い
い
ま
す
。
戸
な
ど
の
動
き
が
悪
い
と
き
に
使
う
こ
と
も
あ
り
ま

す
。」
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

ま
た
、
人
気
の
あ
る
特
有
方
言
、
大
人
か
ら
子
供
ま
で
愛
着
を
持
ち
、
使

い
続
け
て
い
る
ユ
ニ
ー
ク
な
言
葉
と
し
て
、「
～
ず
ら
・
～
だ
ら
・
～
ら
・

～
つ
ら
」（
～
な
の
で
し
ょ
う
・
～
の
で
し
ょ
う
、
～
で
し
ょ
う
、
～
た
の

で
し
ょ
う
・
～
た
で
し
ょ
う
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
長
野
県
だ

け
で
は
な
く
、
山
梨
県
、
静
岡
県
、
愛
知
県
、
岐
阜
県
の
推
量
す
る
言
い
方

と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
同
書
で
は
、
若
い
世
代
を
中
心
に
仲
間
う
ち
の
言
葉
と
し
て
定

着
す
る
方
言
「
新
方
言
」
を
取
り
あ
げ
て
い
る
。
長
野
県
の
新
方
言
と
し
て

取
り
あ
げ
て
い
る
も
の
は
、「
～
し
な
い
」（
～
ま
し
ょ
う
、
～
で
し
ょ
う
）

で
あ
る
。「
一
緒
に
行
く
し
な
い
？
」（
一
緒
に
行
き
ま
せ
ん
か
、行
き
ま
し
ょ

う
）
の
よ
う
に
、
相
手
を
誘
う
場
合
に
使
わ
れ
る
。
ま
た
、「
か
わ
い
い
し

な
い
？
」（
か
わ
い
く
な
い
？　

か
わ
い
い
で
し
ょ
う
？
）
の
よ
う
に
、
相

手
に
確
認
を
求
め
る
場
合
に
も
使
わ
れ
る
と
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

五

－

三　
『
出い

身な

地か

が
わ
か
る
！
気
づ
か
な
い
方
言
』

　

篠
崎
・
毎
日
新
聞
社
（
二
〇
〇
八
）
は
、「
気
づ
か
な
い
方
言
」
を
都
道

府
県
別
に
扱
っ
た
書
籍
で
あ
る
。「
気
づ
か
な
い
方
言
」
と
は
、
地
方
に
お

い
て
改
ま
っ
た
場
面
で
も
方
言
と
は
気
づ
か
ず
に
使
わ
れ
る
た
め
、
出
身
地

以
外
の
改
ま
っ
た
場
面
で
使
用
し
た
際
に
方
言
と
指
摘
さ
れ
る
な
ど
し
て
、

初
め
て
そ
れ
が
方
言
で
あ
っ
た
と
気
づ
く
よ
う
な
方
言
を
指
す
。

　

長
野
県
の
「
気
づ
か
な
い
方
言
」
と
し
て
、「「
前
で
」
を
「
前
で
で
」
と

い
う
」
が
大
き
く
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
待
ち
合
わ
せ
を
す
る
際
、「
ア
ル
タ

の
前
で
で
待
っ
て
る
よ
」
と
い
う
人
が
い
た
ら
、
恐
ら
く
長
野
県
出
身
の
人

だ
、
と
用
例
付
き
で
示
さ
れ
て
お
り
、「
前
で
で
」
の
最
初
の
「
で
」
は
助

詞
で
は
な
く
、「「
前
で
」
で
一
つ
の
単
語
」
と
解
説
し
て
い
る
。

　

そ
の
他
、「
ぼ
け
て
い
る
」（
し
ば
ら
く
食
べ
忘
れ
た
り
ん
ご
な
ど
が
パ
サ

パ
サ
に
な
っ
て
お
い
し
く
な
い
状
態
）、「
水
く
れ
当
番
」（
水
や
り
当
番
）、「
よ

か
る
」（
も
た
れ
か
か
る
）
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

　

以
上
の
三
冊
の
方
言
紹
介
図
書
か
ら
見
る
限
り
で
は
、
信
州
方
言
と
し
て

外
か
ら
見
た
特
徴
的
な
信
州
方
言
は
、「
ず
く
」「
～
ず
ら
」「
ま
え
で
」
な

ど
が
代
表
的
な
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
信
州
方
言
を
代
表
す
る

方
言
を
、
後
述
の
市
民
レ
ベ
ル
で
の
方
言
の
保
存
・
継
承
活
動
に
お
い
て
は
、

上
手
に
活
用
し
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。



－35－

六
　
方
言
に
対
す
る
日
本
社
会
の
認
識
の
歴
史
的
変
化

六

－

一　

生
活
密
着
語
時
代

　

明
治
時
代
以
前
の
日
本
に
お
い
て
、
方
言
は
生
活
に
必
要
な
言
葉
そ
の
も

の
で
あ
っ
た
。
そ
の
時
代
の
多
く
の
庶
民
は
、
基
本
的
に
生
ま
れ
た
地
域
で

生
活
し
、
生
ま
れ
た
地
域
で
そ
の
生
涯
を
終
え
る
と
い
う
地
域
完
結
的
な
時

代
で
あ
る
の
で
、
方
言
さ
え
話
せ
れ
ば
そ
の
土
地
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で

き
た
。
つ
ま
り
、
方
言
は
生
活
密
着
語
で
あ
っ
た
。
遠
く
離
れ
た
日
本
の
他

の
地
域
の
人
と
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
と
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
の

で
、
全
国
共
通
語
の
必
要
は
な
く
、
人
々
に
と
っ
て
、
方
言
こ
そ
が
唯
一
の

日
本
語
で
あ
っ
た
。
そ
の
意
味
に
お
い
て
、
明
治
時
代
以
前
の
日
本
で
は
、

方
言
は
生
活
密
着
語
で
あ
り
、
な
く
て
は
な
ら
な
い
も
の
で
あ
っ
た
。

六

－

二　

共
通
語
強
要
時
代

　

江
戸
時
代
が
終
わ
り
、
日
本
は
世
界
に
開
か
れ
日
本
も
ま
た
世
界
へ
進
出

し
て
い
こ
う
と
い
う
時
代
、
明
治
か
ら
大
正
を
経
て
昭
和
二
十
年
ご
ろ
ま
で

の
富
国
強
兵
の
時
代
に
な
る
と
、
方
言
は
矯
正
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
た
。
全

国
共
通
の
日
本
語
が
強
要
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
世
界
に
台
頭

す
る
た
め
に
は
、強
い
軍
隊
を
作
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
。

軍
隊
の
兵
隊
た
ち
が
出
身
地
に
よ
っ
て
言
葉
が
違
っ
て
い
て
意
思
疎
通
が
可

能
で
な
い
と
軍
隊
と
し
て
成
り
立
た
な
い
か
ら
で
あ
る
。
上
官
の
命
令
が
部

下
全
員
に
正
確
に
行
き
渡
り
徹
底
さ
れ
る
た
め
に
は
、
同
胞
で
あ
る
日
本
人

す
べ
て
が
共
通
に
理
解
し
あ
え
る
共
通
語
が
必
要
だ
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
こ

で
日
本
は
、
教
育
力
を
用
い
て
方
言
を
矯
正
し
、
日
本
全
国
津
々
浦
々
に
共

通
語
を
徹
底
し
よ
う
と
し
、沖
縄
で
は「
方
言
札
」の
よ
う
な
、い
わ
ゆ
る「
方

言
狩
り
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
時
代
は
、
方
言
は
封
印

さ
れ
共
通
語
が
強
い
ら
れ
た
時
代
な
の
で
あ
る
。

六

－

三　

共
通
語
化
時
代

　

太
平
洋
戦
争
が
終
わ
り
、
日
本
は
目
覚
ま
し
い
復
興
を
遂
げ
高
度
経
済
成

長
時
代
へ
と
向
か
う
と
、
テ
レ
ビ
、
ラ
ジ
オ
が
庶
民
に
ま
で
普
及
す
る
よ
う

に
な
る
。
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
が
隆
盛
を
極
め
、
大
都
市
・
東
京
に
文
化
の
す
べ

て
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
文
化
の
一
極
集
中
型
時
代
で
あ
る
。
文
化

の
象
徴
と
も
い
え
る
言
葉
も
、
東
京
の
言
葉
を
基
盤
と
し
た
全
国
共
通
語
に

庶
民
の
意
識
が
集
中
す
る
よ
う
に
な
り
、
共
通
語
が
良
い
言
葉
、
か
っ
こ
い

い
言
葉
、
お
し
ゃ
れ
な
言
葉
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
す
る
と
、
共
通

語
の
対
極
に
あ
る
方
言
は
、
悪
い
言
葉
、
み
っ
と
も
な
い
言
葉
、
だ
さ
い
言

葉
と
思
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
軽
視
さ
れ
る
も
の
に
な
っ
て
い
っ
た
。
こ
の

よ
う
に
方
言
を
恥
ず
か
し
い
も
の
軽
蔑
す
る
も
の
と
感
じ
て
自
分
の
方
言
を

隠
そ
う
と
す
る
感
覚
を
、
柴
田
武
氏
は
方
言
に
対
す
る
劣
等
感
と
し
て
「
方
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言
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
」（
柴
田
一
九
五
八
）
と
名
付
け
て
い
る
。
こ
の
時
代

に
は
、
全
国
共
通
語
は
一
気
に
日
本
全
国
に
普
及
し
、
方
言
は
、
前
の
時
代

と
は
異
な
る
意
味
で
姿
を
隠
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
時
代
は
、
方
言
が
消
滅

へ
と
向
か
い
始
め
た
共
通
語
化
時
代
と
い
え
る
。

六

－

四　

方
言
文
化
財
化
時
代

　

時
代
が
テ
レ
ビ
か
ら
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
と
進
ん
だ
二
〇
〇
〇
年
ご
ろ
か

ら
、
東
京
一
極
集
中
だ
っ
た
庶
民
の
文
化
は
、
地
方
の
時
代
へ
と
移
行
す

る
。
一
極
集
中
型
時
代
か
ら
分
散
型
時
代
へ
の
移
行
で
あ
る
。
こ
の
時
代
に

な
る
と
、
方
言
は
見
直
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
そ
れ
と
時
を
同
じ
く
し
て
、

二
〇
〇
五
年
ご
ろ
、
女
子
高
生
の
間
で
方
言
ブ
ー
ム
が
沸
き
起
こ
る
。
全
国

共
通
語
ば
か
り
が
も
て
は
や
さ
れ
た
時
代
に
飽
き
た
若
者
に
は
、
今
ま
で
聞

い
た
こ
と
も
な
い
他
地
域
の
方
言
が
斬
新
で
新
し
い
言
葉
と
し
て
映
っ
た
の

で
あ
ろ
う
。
方
言
ブ
ー
ム
は
長
く
は
続
か
な
か
っ
た
も
の
の
、分
散
型
時
代
、

地
方
の
時
代
は
現
在
も
続
い
て
お
り
、方
言
を
地
方
の
文
化
と
し
て
と
ら
え
、

「
方
言
を
楽
し
も
う
」
と
い
う
社
会
風
潮
が
続
い
て
い
る
。

　

例
え
ば
、
若
く
て
秀
麗
な
女
優
が
熊
本
方
言
で
数
え
歌
を
歌
っ
て
い
た

り
、
人
気
の
あ
る
女
性
お
笑
い
芸
人
が
津
軽
方
言
を
話
す
姿
を
あ
た
か
も
フ

ラ
ン
ス
語
を
話
し
て
い
る
よ
う
に
見
せ
た
り
、
と
い
う
よ
う
な
乗
用
車
の
コ

マ
ー
シ
ャ
ル
が
話
題
を
呼
ん
だ
。
こ
れ
ら
の
例
は
、
方
言
を
か
わ
い
く
感
じ

方
言
を
楽
し
も
う
と
す
る
社
会
風
潮
の
表
れ
と
い
え
る
。
ま
た
、最
近
で
は
、

映
画
で
話
題
に
な
っ
た
テ
ー
マ
ソ
ン
グ
を
各
地
の
方
言
で
歌
っ
て
イ
ン
タ
ー

ネ
ッ
ト
上
に
そ
の
動
画
を
ア
ッ
プ
す
る
こ
と
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
り
も
し
て

い
る
。
方
言
を
市
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
映
像
に
積
極
的
に
取
り
い
れ
た
宮
崎
県

小
林
市
の
ピ
ー
ア
ー
ル
動
画
も
話
題
に
な
っ
た
。

　

こ
れ
ら
は
、
一
時
代
前
の
方
言
を
軽
蔑
す
る
方
向
と
は
全
く
逆
の
流
れ
で

あ
り
、
方
言
を
楽
し
み
な
が
ら
後
の
時
代
に
残
し
て
い
こ
う
と
い
う
、
む
し

ろ「
方
言
尊
重
」の
社
会
的
な
流
れ
で
あ
る
。「
方
言
を
大
切
に
し
よ
う
」「
方

言
を
守
っ
て
い
こ
う
」
と
い
う
社
会
的
な
機
運
の
高
ま
り
で
あ
り
、
い
わ
ば

方
言
の
文
化
財
化
の
時
代
と
言
え
よ
う
。

七
　
現
代
の
信
州
方
言
に
対
す
る
認
識

　

本
項
で
は
、
前
項
で
述
べ
た
よ
う
な
日
本
人
の
方
言
に
対
す
る
認
識
の
変

化
を
踏
ま
え
、
現
代
の
信
州
方
言
が
長
野
県
に
お
い
て
ど
の
よ
う
に
認
識
さ

れ
て
い
る
の
か
、
具
体
的
な
社
会
事
象
の
観
察
か
ら
考
え
て
み
る
。
長
野
県

に
お
い
て
も
「
方
言
文
化
財
化
」
の
時
代
に
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る
。

七

－

一　

方
言
か
る
た
・
ト
ラ
ン
プ

　

Ｈ
Ｐ
「
全
国
郷
土
か
る
た
資
料
館
」（
注
１
）
に
よ
れ
ば
、
長
野
県
に
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お
い
て
は
、【
表
１
】
に
示
す
通
り
、
八
作
品
の
方
言
か
る
た
・
ト
ラ
ン

プ
が
存
在
す
る
。
か
る
た
文
化
が
盛
ん
な
こ
と
を
誇
る
群
馬
県
に
お
い
て

二
〇
〇
五
年
に
「
ぐ
ん
ま
方
言
か
る
た
」
が
製
作
販
売
さ
れ
る
ま
で
方
言
か

る
た
が
一
つ
も
存
在
し
な
か
っ
た
こ
と
に
比
べ
、
信
州
方
言
を
地
域
の
文
化

に
活
用
し
よ
う
と
い
う
長
野
県
民
の
セ
ン
ス
の
よ
さ
を
伺
い
知
る
こ
と
が
で

き
る
。

七
－

二　

方
言
コ
マ
ー
シ
ャ
ル

　

テ
レ
ビ
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
に
信
州
方
言
を
取
り
入
れ
た
例
が
あ
る
。
地
方
色

を
前
面
に
出
し
た
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
飲
料
水
（
烏
龍
茶
）
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
で

あ
る
。

　

数
秒
の
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
の
内
容
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
画
面
右
上

に
大
き
く
「
長
野
県
」
と
表
示
さ
れ
、
豊
か
な
自
然
を
背
景
に
、
若
い
女
性

が
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
に
入
っ
た
烏
龍
茶
を
見
つ
め
、「
烏
龍
茶
な
の
に
日
本
の

け
？
」
と
つ
ぶ
や
く
。
そ
の
後
、
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
「
こ
い
つ
な
ん
か
、

変
わ
っ
て
る
し
な
い
？
」
と
言
い
、
一
口
ウ
ー
ロ
ン
茶
を
飲
み
、
再
び
「
日

本
っ
て
、
お
い
し
い
に
！
」
と
カ
メ
ラ
に
向
か
っ
て
言
う
と
い
う
も
の
で
あ

る
。
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
は
、
最
後
に
商
品
名
と
商
品
が
ア
ッ
プ
に
な
っ
て
終
わ

る
。

　

イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
も
ア
ク
セ
ン
ト
も
堂
々
と
し
た
信
州
方
言
の
若
い
女

性
は
み
ず
み
ず
し
く
、
生
き
生
き
と
し
た
信
州
方
言
と
と
も
に
烏
龍
茶
の
さ

わ
や
か
さ
が
伝
わ
っ
て
く
る
。
信
州
方
言
が
商
品
の
価
値
を
高
め
て
い
る
良

例
と
と
ら
え
る
こ
と
が
で
き
る
。

名　
　

称

地
域
、
発
信
地

制
作
、
発
行
（
年
）

諏
訪
の
方
言
カ
ル
タ
諏
訪
市

情
報
・
文
化
の
ま
ち
づ
く
り

市
民
協
議
会
（2010

）

続
・
諏
訪
の
方
言
カ

ル
タ

諏
訪
市

ま
ち
づ
く
り
市
民
協
議
会
情

報
文
化
部
会
（2011

）

信
州
茅
野
の
方
言
カ

ル
タ

茅
野
市

ひ
じ
ろ
の
会
（2015

）

祢
津（
ネ
ツ
）方
言
カ

ル
タ　

お
ら
ほ

東
御
市

祢
津
地
区
活
性
化
研
究
委
員

会
（2010

）

中
川
村
方
言
か
る
た
上
伊
那
郡
中
川
村
夢
里
人
（
ム
リ
ト
）（2012
）

安
曇
野
方
言
カ
ル
タ
北
安
曇
郡
池
田
町
池
田
町
囲
炉
裏
端（
い
ろ
り
ば
た
）

愛
好
会
（2007

）

青
木
の
方
言
か
る
た
小
県
郡
青
木
村

ま
つ
ぼ
っ
く
り
の
会
（2015

）

飯
綱
町
方
言
か
る
た

ト
ラ
ン
プ

上
水
内
郡
飯
綱
町
飯
綱
町
Ｐ
Ｒ
ワ
ー
キ
ン
グ

グ
ル
ー
プ

【
表
１
】
長
野
県
の
方
言
か
る
た
・
ト
ラ
ン
プ
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七

－

三　

方
言
ポ
ス
タ
ー

　

二
〇
一
六
年
に
ヒ
ッ
ト
し
た
映
画
に「
君
の
名
は
。」と
い
う
作
品
が
あ
る
。

長
野
県
出
身
の
新
海
誠
監
督
の
長
編
ア
ニ
メ
ー
シ
ョ
ン
映
画
で
あ
る
。
そ
の

映
画
の
ポ
ス
タ
ー
で
は
、
主
人
公
の
男
女
二
人
が
立
つ
間
に
光
が
輝
き
、
そ

の
上
の
空
に
は
「
君
の
名
は
。」
と
題
字
が
大
き
く
書
か
れ
て
い
る
。

　

方
言
ポ
ス
タ
ー
は
、
そ
の
題
字
が
「
お
め
さ
ん
、
誰
ず
ら
。」
に
代
わ
っ

て
い
る
（【
図
４
】）。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
に
公
開
さ
れ
て
い
た
そ
の
ポ
ス

タ
ー
（
注
２
）
に
は
、「
君
の
名
は
。」
長
野
県
民
方
言V

er.

」
と
名
付
け

ら
れ
て
い
る
。
映
画
監
督
が
長
野
県
出
身
者
で
あ
る
こ
と
も
影
響
す
る
の
か

も
し
れ
な
い
が
、
題
字
を
わ
ざ
わ
ざ
方
言
に
書
き
換
え
た
ポ
ス
タ
ー
を
制
作

す
る
こ
と
に
は
、
笑
い
や
ジ
ョ
ー
ク
を
超
え
た
長
野
県
民
の
信
州
方
言
に
対

す
る
愛
情
の
存
在
を
感
じ
ざ
る
を
得
な
い
。

七

－

四　

方
言
ラ
イ
ン
ス
タ
ン
プ

　

主
に
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
で
使
用
さ
れ
る
、「
ラ
イ
ン
」
と
い
う
メ
ッ
セ
ー

ジ
を
や
り
と
り
す
る
無
料
通
信
ア
プ
リ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
あ
る
。そ
の
な
か
で
、

「
ス
タ
ン
プ
」
と
呼
ば
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
や
り
取
り
の
際
に
使
う
、
文
字

に
加
え
て
気
持
ち
や
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
イ
ラ
ス
ト
で
表
し
た
も
の
が
あ
る
。
そ

の
信
州
方
言
版
が
あ
る
（【
図
５
】）（
注
３
）。

　
「
ラ
イ
ン
」
で
は
、
音
声
を
伴
わ
な
い
文
字
の
み
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
の
交
換

で
あ
る
の
で
、
細
か
な
感
情
や
感
覚
が
な
か
な
か
伝
わ
り
に
く
い
だ
け
に
、

こ
の
よ
う
な
方
言
を
用
い
た

ス
タ
ン
プ
は
、
大
変
有
効
な

ツ
ー
ル
に
な
り
う
る
。特
に
、

ラ
イ
ン
を
主
な
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
と
し
て
い

る
若
い
世
代
に
お
い
て
は
、

適
切
な
感
情
や
感
覚
を
伝
え

合
う
最
も
有
効
な
言
語
と
し

て
、
方
言
の
価
値
を
再
認
識

す
る
絶
好
の
機
会
と
な
る
と

考
え
ら
れ
る
。

【図 4】方言ポスター

【図 5】方言ラインスタンプ



－31－

八
　
信
州
方
言
の
保
存
・
継
承
の
あ
り
方

　

前
項
で
見
て
き
た
と
お
り
、
長
野
県
に
お
い
て
も
信
州
方
言
を
市
民
レ
ベ

ル
で
楽
し
み
つ
つ
、
方
言
の
特
性
を
活
か
し
て
現
代
的
に
有
効
に
使
い
、
方

言
を
尊
重
し
て
い
こ
う
と
す
る
社
会
的
意
識
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

信
州
方
言
の
保
存
・
継
承
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
こ
れ
ら
の
方
言
の
活

用
は
、
方
言
か
る
た
・
ト
ラ
ン
プ
、
コ
マ
ー
シ
ャ
ル
、
ポ
ス
タ
ー
な
ど
、
以

前
か
ら
用
い
ら
れ
て
い
る
オ
ー
ソ
ド
ッ
ク
ス
な
方
法
に
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

と
い
う
媒
体
が
加
わ
っ
た
こ
と
で
、
そ
の
方
法
に
無
限
の
広
が
り
を
見
せ
て

い
る
と
い
え
よ
う
。そ
の
最
た
る
も
の
が
方
言
ラ
イ
ン
ス
タ
ン
プ
で
あ
っ
た
。

　

今
、
日
本
社
会
は
、
方
言
を
保
存
・
継
承
し
て
い
こ
う
と
い
う
機
運
に
包

ま
れ
て
い
る
。
方
言
の
存
在
を
知
り
、
方
言
の
よ
さ
を
知
り
、
そ
し
て
、
楽

し
み
な
が
ら
方
言
の
使
い
手
を
育
て
て
い
こ
う
と
い
う
社
会
の
流
れ
で
あ

る
。
信
州
方
言
の
保
存
・
継
承
も
、
そ
の
活
用
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
既
存

の
方
法
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
新
し
い
時
代
に
沿
っ
た
も
の
（
例
え
ば
ラ
イ

ン
ス
タ
ン
プ
の
よ
う
な
も
の
）
ま
で
、
変
化
を
重
ね
る
新
し
い
時
代
に
対
応

し
な
が
ら
市
民
レ
ベ
ル
で
試
み
ら
れ
て
行
か
ね
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
言
葉

が
時
代
と
と
も
に
変
化
す
る
よ
う
に
、
方
言
の
保
存
・
継
承
の
形
も
時
代
の

変
化
を
受
け
て
、
多
岐
に
わ
た
っ
て
い
く
べ
き
な
の
で
あ
る
。

九
　
お
わ
り
に

　

二
〇
〇
九
年
、
ユ
ネ
ス
コ
は
「
消
滅
危
機
言
語
」
を
発
表
し
た
。
そ
の

二
五
〇
〇
の
消
滅
危
機
言
語
の
リ
ス
ト
の
中
に
は
、
日
本
で
話
さ
れ
て
い
る

八
言
語
（
ア
イ
ヌ
語
，
八
丈
語
，
奄
美
語
，
国
頭
語
，
沖
縄
語
，
宮
古
語
，

八
重
山
語
，
与
那
国
語
）
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
消
滅
が
危
惧
さ
れ
る
の
は

こ
れ
ら
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
各
地
の
伝
統
的
な
方
言
も
消
滅
の
危
機
に
あ

る
。
信
州
方
言
も
群
馬
方
言
も
そ
の
一
つ
で
あ
る
。
方
言
は
地
域
文
化
の
象

徴
（
文
化
財
）
で
あ
り
、
大
切
に
語
り
伝
え
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
言

葉
な
の
で
あ
る
。

　
「
方
言
を
大
切
に
し
よ
う
」「
方
言
を
守
っ
て
い
こ
う
」
と
い
う
方
言
の
保

存
・
継
承
活
動
へ
と
つ
な
が
っ
て
い
く
社
会
的
な
機
運
が
高
ま
る
中
、
わ
れ

わ
れ
市
民
は
、
わ
れ
わ
れ
の
文
化
財
で
あ
る
方
言
を
、
信
州
方
言
も
群
馬
方

言
も
、
時
代
に
照
ら
し
、
様
々
に
工
夫
を
凝
ら
し
、
楽
し
み
な
が
ら
守
り
大

切
に
伝
え
育
て
て
い
き
た
い
も
の
で
あ
る
。
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女
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期
大
学
公
開
講
座
で
は
、
当
日
、
ご
出
席
い
た
だ
い
た

地
元
の
皆
様
に
い
ろ
い
ろ
と
お
教
え
い
た
だ
き
ま
し
た
。
ま
た
、
同

大
学
の
大
橋
敦
夫
先
生
は
じ
め
大
学
関
係
者
の
皆
様
に
は
大
変
お
世

話
に
な
り
ま
し
た
。
こ
の
場
を
お
借
り
し
て
、
心
よ
り
御
礼
申
し
上

げ
ま
す
。

注
１　

全
国
郷
土
か
る
た
資
料
館

　
　
　
http://taki-forest.m

y.coocan.jp/karuta/karuta-46.htm
l

注
２　
「
君
の
名
は
。」 

長
野
県
民
方
言V

er.　

ツ
イ
ッ
タ
ー

　
　
　
http://tw

inavi.jp/topics/tidbits/57c6cd52-75e8-4a0f-8eec-

2a0f5546ec81

注
３　

LIN
E ST

O
RE　

ち
ほ　

信
州
弁

　
　
　

https://store.line.m
e/stickershop/product/1059866/ja

【
参
考
文
献
】

井
上
史
雄
監
修
（
二
〇
〇
九
）『
方
言
と
地
図
』
フ
レ
ー
ベ
ル
館

井
上
史
雄
・
吉
岡
泰
夫
監
修
（
二
〇
〇
四
）『
中
部
の
方
言
』
ゆ
ま
に
書
房

大
西
拓
一
郎
（
二
〇
〇
八
）『
現
代
方
言
の
世
界
』
朝
倉
書
店

古
瀬
順
一
（
一
九
九
七
）『
群
馬
県
の
こ
と
ば
』
明
治
書
院

佐
藤
髙
司
・
本
多
正
直
（
二
〇
一
七
）『
群
馬
県
民
の
知
ら
な
い
上
州
弁
の

世
界　
「
ぐ
ん
ま
方
言
か
る
た
」
の
秘
密
』
上
毛
新
聞
社

真
田
信
治
（
編
著
）（
二
〇
一
一
）『
方
言
学
』
朝
倉
書
店

篠
崎
晃
一
・
毎
日
新
聞
社
（
二
〇
〇
八
）『
出
身
地
が
わ
か
る
！
気
づ
か
な

い
方
言
』
毎
日
新
聞
社

柴
田
武
（
一
九
五
八
）『
日
本
の
方
言
」
岩
波
新
書

馬
瀬
良
雄
（
一
九
九
二
）『
長
野
県
史
方
言
編
』
長
野
県
史
刊
行
会




