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一
、
は
じ
め
に

　

著
者
の
竹
内
は
る
か
氏
は
、
三
重
県
鈴
鹿
市
の
お
生
ま
れ
で
、
大
学
を

卒
業
す
る
ま
で
こ
の
土
地
で
過
ご
さ
れ
た
。
恐
ら
く
早
い
時
期
か
ら
鈴
鹿

市
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
人
に
よ
っ
て
異
な
る
こ
と
に
気
づ
い
て
お
ら
れ
、
ど

の
よ
う
な
違
い
が
あ
る
の
か
、
さ
ら
に
こ
の
差
が
ど
の
よ
う
な
理
由
に
よ

る
も
の
な
の
か
を
解
明
す
べ
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
研
究
の
道
へ
進
ま
れ
た
の

で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

本
書
で
は
、
同
一
地
域
で
生
育
し
た
多
人
数
の
話
者
を
調
査
対
象
に
し

て
い
る
が
、
単
に
世
代
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
の
特
徴
を
見
出
そ
う
と
し

竹
内
は
る
か
著

『
東
西
ア
ク
セ
ン
ト
境
界
地
帯
方
言
の
変
化

―
三
重
県
北
中
部
―
』

岸
江
信
介

〔
書
評
〕

た
だ
け
で
は
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
体
系
的
研
究
の
視
点
か
ら
ア
ク
セ
ン

ト
の
記
述
的
研
究
を
試
み
た
も
の
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
ア

ク
セ
ン
ト
変
化
と
い
っ
た
場
合
、
個
別
語
彙
レ
ベ
ル
の
ア
ク
セ
ン
ト
変
化

で
は
な
い
の
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
類
別
体
系
の
変
化
な
ど
、
部
分
的
な

体
系
レ
ベ
ル
で
の
変
化
で
も
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
そ
の
も
の
の
変
化

を
指
し
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
全
体
を
通
じ
て
、
常
に
ア
ク
セ
ン
ト
体
系

を
念
頭
に
お
い
た
記
述
に
徹
す
る
と
い
う
方
針
で
臨
ん
で
お
ら
れ
る
。

　
　
　

二
、
鈴
鹿
市
に
お
け
る
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
の
変
化

　

本
書
で
最
も
興
味
深
く
思
わ
れ
る
の
は
、
京
都
市
ア
ク
セ
ン
ト
と
同
様

の
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト（
中
央
式
ア
ク
セ
ン
ト
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
）

で
あ
る
鈴
鹿
市
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
体
系
的
な
変
化
が
起
き
て
い
る
と
い
う

指
摘
を
行
っ
た
点
で
あ
る
。
近
畿
地
方
各
地
で
こ
れ
ま
で
に
行
わ
れ
て
き

た
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
の
調
査
研
究
で
は
2
拍
名
詞
第
5
類
の
語
末
に
み

ら
れ
る
拍
内
下
降
の
消
失
、
同
じ
く
2
拍
名
詞
第
4
類
と
第
5
類
の
統
合

等
と
い
っ
た
類
別
体
系
内
に
み
ら
れ
る
、
部
分
的
な
変
化
を
指
摘
し
た
も

の
は
あ
っ
た
も
の
の
、
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
が
行
わ
れ
る
近
畿
地
方
の
都

市
や
集
落
で
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
自
体
に
変
化
が
起
き
、東
京
式（
共

通
語
）
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
が
新
た
に
誕
生
と
し
た
と
い
う
報
告
は
こ
れ
ま



― 23 ―
竹内はるか著

『東西アクセント境界地帯方言の変化　―三重県北中部―』

で
に
な
く
、
こ
の
点
で
高
く
評
価
で
き
る
。

　

同
種
の
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
の
変
化
は
、
愛
媛
県
松
山
市
に
お
い
て
も
起

き
て
お
り
、
秋
山
英
治
氏
に
よ
っ
て
い
ち
早
く
報
告
さ
れ
て
い
る
（
秋
山

英
治
（
二
〇
一
七
）『
愛
媛
県
中
予
方
言
の
ア
ク
セ
ン
ト
と
共
通
語
の
ア

ク
セ
ン
ト
』
お
う
ふ
う
）。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
地
域

に
お
い
て
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
へ
の
体
系
変
化
が
起
き
る
と
い
う
報
告
が

秋
山
氏
、
竹
内
氏
と
相
次
い
だ
こ
と
は
、
今
後
、
近
畿
地
方
や
四
国
地
方

各
地
で
行
わ
れ
る
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
地
域
に
も
同
様
の
変
化
が
及
ぶ
可

能
性
を
示
唆
す
る
も
の
と
い
え
る
か
も
し
れ
な
い
。

　

多
人
数
話
者
を
対
象
と
し
た
鈴
鹿
市
で
の
ア
ク
セ
ン
ト
調
査
を
通
じ
、

竹
内
氏
は
体
系
的
に
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
か
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
か
を
決

め
る
指
標
と
な
る
、
式
の
対
立
の
有
無
を
は
じ
め
、
2
拍
名
詞
の
所
属
語

彙
と
型
の
対
応
、
3
拍
以
上
の
語
に
尾
高
型
が
観
察
さ
れ
る
か
ど
う
か
の

3
点
に
注
目
し
、
伝
統
タ
イ
プ
、
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
、
混
合
タ
イ
プ
の
3
種

類
の
タ
イ
プ
に
分
類
し
た
。
伝
統
タ
イ
プ
は
、
旧
来
同
様
の
京
阪
式
ア
ク

セ
ン
ト
体
系
で
あ
る
の
に
対
し
、
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
は
式
の
対
立
が
な
い
、

東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
に
似
た
タ
イ
プ
で
あ
る
。
ま
た
、
混
合
タ
イ
プ

は
前
二
者
の
中
間
的
な
タ
イ
プ
だ
と
し
、
全
体
と
し
て
式
の
対
立
は
あ
い

ま
い
で
あ
る
と
し
て
い
る
。

　

鈴
鹿
市
が
三
重
県
北
部
に
位
置
し
、
同
市
の
ア
ク
セ
ン
ト
は
「
東
西
ア

ク
セ
ン
ト
境
界
地
帯
」
に
含
ま
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
体
系
的
変
化
が

進
行
中
で
あ
る
と
し
て
も
さ
ほ
ど
不
思
議
で
は
な
い
。
ま
た
、
こ
の
よ
う

な
変
化
が
、
近
畿
地
方
の
い
ず
れ
か
の
地
で
将
来
起
き
る
で
あ
ろ
う
と
い

う
こ
と
も
予
想
し
て
い
た
研
究
者
も
い
た
は
ず
で
あ
る
。

　

今
か
ら
10
年
以
上
前
に
な
る
が
、
愛
知
県
名
古
屋
市
か
ら
三
重
県
伊
勢

市
間
で
方
言
グ
ロ
ッ
ト
グ
ラ
ム
（
地
理
×
世
代
）
調
査
を
行
い
、
そ
の
際
、

ア
ク
セ
ン
ト
調
査
も
簡
易
的
な
も
の
で
あ
っ
た
が
、実
施
し
た
。こ
の
時
、

三
重
県
側
の
桑
名
市
や
四
日
市
市
の
若
年
層
で
は
、
ま
さ
に
こ
の
鈴
鹿
市

の
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
に
近
い
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
で
読
み
上
げ
る
者
が
少
な

か
ら
ず
い
た
。
一
方
で
こ
れ
ら
の
都
市
で
は
同
じ
若
年
層
で
あ
る
の
に
京

阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
で
読
み
上
げ
る
者
も
い
た
。
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
に
近

い
形
で
読
み
上
げ
る
話
者
に
対
し
て
は
、
ふ
だ
ん
く
つ
ろ
い
だ
場
面
で
、

例
え
ば
家
族
や
友
達
と
話
し
て
い
る
よ
う
に
読
ん
で
ほ
し
い
と
再
三
、
指

示
し
た
が
、
京
阪
式
に
改
め
て
読
む
話
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
か
っ
た
。
ア

ク
セ
ン
ト
を
場
面
に
応
じ
て
使
い
分
け
る
と
い
う
、
ア
ク
セ
ン
ト
使
用
に

関
す
る
意
識
調
査
の
結
果
報
告
が
本
書
の
第
8
章
に
あ
る
（
詳
細
は
後
述

す
る
）
が
、
使
い
分
け
る
と
い
う
段
階
を
超
え
て
し
ま
っ
て
い
て
東
京
式

ア
ク
セ
ン
ト
体
系
へ
と
す
で
に
変
化
し
て
い
る
と
思
わ
れ
る
話
者
が
い
た

の
で
あ
る
。
本
書
、
69
頁
の
表
31
の
状
況
か
ら
判
断
し
て
、
鈴
鹿
市
の
場

合
も
桑
名
市
や
四
日
市
市
の
場
合
と
ほ
ぼ
同
じ
結
果
で
は
な
か
っ
た
か
と



國學院雜誌　第 120 巻第 12 号（2019年） ― 24 ―

思
う
。
こ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
い
え
る
こ
と
は
、
本
書
の
指
摘
ど
お
り
、

京
阪
式
か
ら
東
京
式
へ
の
ア
ク
セ
ン
ト
変
化
が
確
実
に
進
行
し
て
い
る
と

い
う
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。
た
だ
、
ニ
ュ
ー
タ
イ
プ
の
話
者
は
く
つ

ろ
い
だ
場
面
で
の
自
然
談
話
に
お
い
て
も
、
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
的
な
要

素
が
ま
っ
た
く
観
察
さ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
の
か
ど
う
か
、
換
言
す
る

と
、
日
常
の
会
話
に
お
い
て
も
、
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
し
か
現
わ
れ
な
い

の
か
ど
う
か
と
い
う
点
が
知
り
た
い
と
こ
ろ
で
は
あ
る
。

　

鈴
鹿
市
の
調
査
で
、
も
っ
と
も
多
く
現
わ
れ
た
タ
イ
プ
は
37
名
中
23
名

も
い
た
混
合
タ
イ
プ
だ
と
し
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
第
2
章
第
4
節
で
は
、

混
合
タ
イ
プ
に
つ
い
て
詳
し
く
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
記
述
す
る
に
あ

た
っ
て
残
念
な
が
ら
若
干
、ミ
ス
や
不
適
切
な
記
述
が
み
ら
れ
る
。ま
ず
、

2
拍
名
詞
に
関
し
て
63
頁
7
行
目
で
本
文
が
切
れ
て
お
り
、
8
行
目
以
降

説
明
が
あ
る
は
ず
で
あ
る
が
、
消
え
て
い
る
。
ま
た
、
同
頁
6
行
目
の

「
１
９
８
６
年
生
ま
れ
」
は
「
１
９
８
５
年
生
」
の
間
違
い
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
27
頁
の
表
3
と
も
関
係
す
る
が
、
64
頁
の
3
拍
名
詞
お
よ
び
4

拍
名
詞
に
関
す
る
説
明
と
し
て
、
3
拍
名
詞
の
音
韻
論
的
解
釈
に
よ
る
型

が
／
「
○
○
○
／
、
／
「
○
］
○
○
／
、
／
○
○
］
○
／
、
／ﾚ

○
○
○
／
、

／ﾚ

○
○
］
○
／
／ﾚ

○
○
○
］
／
、
／
○
○
○
］
／
の
七
つ
、
4
拍
名
詞

で
は
、
／
「
○
○
○
○
／
、
／
「
○
］
○
○
○
／
、
／
「
○
○
○
］
○
／
、

／
○
○
］
○
○
／
、
／ﾚ

○
○
○
○
／
、
／ﾚ

○
○
］
○
○
／
、
／ﾚ

○
○
○
］

○
／
、
／
○
○
］
○
○
／
の
八
つ
の
型
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
3
拍
名

詞
で
は
七
つ
の
型
の
う
ち
、
五
つ
は
先
頭
に
／
「
／
・
／ﾚ

／
と
い
っ
た

高
起
式
・
低
起
式
を
表
す
記
号
が
付
け
ら
れ
て
い
る
が
、
／
○
○
］
○
／
、

／
○
○
○
］
／
に
は
付
さ
れ
て
い
な
い
。
4
拍
名
詞
も
同
様
に
／
○
○
］

○
○
／
、
／
○
○
○
○
］
／
に
は
式
を
示
す
記
号
が
付
さ
れ
て
い
な
い
。

と
な
る
と
、
こ
れ
ら
は
高
起
式
で
も
な
け
れ
ば
低
起
式
で
も
な
い
た
め
、

こ
れ
ら
に
属
さ
な
い
別
の
式
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

3
拍
・
4
拍
の
名
詞
に
そ
れ
ぞ
れ
現
わ
れ
る
、
こ
れ
ら
の
型
は
い
ず
れ
も

語
頭
が
高
で
も
低
で
も
許
容
さ
れ
る
と
い
う
理
由
で
加
え
ら
れ
て
い
る

が
、
こ
れ
に
該
当
す
る
「
二
人
」「
庭
師
」（
以
上
3
拍
）、「
朝
顔
」「
折

り
紙
」（
以
上
4
拍
）
に
コ
ノ
を
付
け
て
「
コ
ノ
フ
タ
］
リ
ガ
、「
コ
ノ
ア

サ
］
ガ
オ
ガ
だ
と
す
れ
ば
「
コ
ノ
］
カ
ラ
］
ス
ガ
（「
烏
」）
や
「
コ
ノ
］
ケ
ー

サ
ツ
ガ

―
―

（
警
察
）
と
対
立
す
る
の
で
い
ず
れ
も
高
起
式
と
な
る
。
語
頭
（
句

頭
）
が
高
い
か
否
か
は
問
題
で
は
な
く
、
句
中
で
ど
う
接
続
し
て
い
る
か

を
確
認
す
る
こ
と
で
式
の
対
立
の
有
無
を
見
極
め
る
こ
と
が
で
き
た
は
ず

で
あ
る
。

　

第
3
章
、
第
4
章
で
の
記
述
に
よ
る
と
、
混
合
タ
イ
プ
で
は
動
詞
で
式

の
対
立
が
あ
る
が
、
名
詞
の
場
合
は
こ
の
対
立
が
あ
い
ま
い
に
な
っ
て
い

る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
名
詞
の
場
合
は
ユ
レ
が
激
し
い
が
、
混
合
タ
イ

プ
の
23
名
の
中
に
は
名
詞
の
場
合
で
あ
っ
て
も
式
の
対
立
が
明
瞭
な
ア
ク
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セ
ン
ト
体
系
を
有
す
る
者
が
割
合
は
少
な
い
と
し
て
も
い
る
は
ず
で
あ

る
。
混
合
タ
イ
プ
の
音
韻
論
的
解
釈
を
示
す
場
合
、
式
の
対
立
が
明
瞭
な

話
者
と
あ
い
ま
い
な
話
者
と
に
分
け
て
各
々
記
述
す
べ
き
で
は
な
か
っ
た

か
と
思
う
。
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
を
有
し
て
い
る
か
、
あ
る
い
は
東

京
式
ア
ク
セ
ン
ト
体
系
を
有
し
て
い
る
か
、
個
々
に
判
断
す
る
こ
と
は
さ

ほ
ど
難
し
い
こ
と
で
は
な
い
。

　

第
4
章
で
は
15
名
の
鈴
鹿
市
生
え
抜
き
話
者
の
2
拍
語
、
3
拍
語
の
調

査
結
果
が
各
表
に
示
さ
れ
て
い
る
が
、
特
に
2
拍
名
詞
の
各
類
の
ユ
レ
の

激
し
さ
に
驚
か
さ
れ
た
。
こ
の
変
化
は
必
ず
し
も
若
い
人
に
集
中
し
て
い

る
わ
け
で
は
な
く
、
一
九
三
〇
年
代
生
ま
れ
の
、
高
齢
の
世
代
に
も
見
ら

れ
る
よ
う
で
あ
る
。
こ
の
点
で
、
鈴
鹿
市
で
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
化
が
起
き

た
の
は
最
近
に
な
っ
て
の
話
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
な
の
で
あ
ろ
う
。

　

第
7
章
で
は
、
三
重
県
北
中
部
の
若
年
層
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
現
在
の
実

態
を
各
地
域
で
の
多
人
数
調
査
の
結
果
を
も
と
に
整
理
し
、
ま
と
め
て
い

る
。
名
古
屋
市
に
近
い
桑
名
市
で
の
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
化
が
着
実
に
進

ん
で
お
り
、
個
人
差
が
み
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
し
て
い
る
。
四
日
市
市
・

鈴
鹿
市
・
津
市
で
は
同
様
に
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
化
が
進
ん
で
は
い
る
も

の
の
、
個
人
差
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
、
津
市
よ
り
も
南
に

位
置
す
る
松
阪
市
や
伊
勢
市
で
は
京
都
市
同
様
、
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
化

が
見
ら
れ
な
い
と
報
告
し
て
お
り
、
地
域
差
の
現
状
を
正
確
に
報
告
し
て

い
る
も
の
と
評
価
で
き
る
。

　

第
8
章
で
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
に
対
す
る
使
い
分
け
の
実
態
を
意
識
調
査

と
し
て
三
重
県
北
中
部
の
高
校
生
315
名
の
回
答
を
も
と
に
分
析
を
行
っ

た
。
こ
こ
で
興
味
深
く
思
わ
れ
た
の
は
話
し
相
手
に
よ
っ
て
ア
ク
セ
ン
ト

を
使
い
分
け
る
と
い
う
回
答
が
非
常
に
多
い
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
友

達
や
地
元
の
お
年
寄
り
に
は
「
京
都
や
大
阪
な
ど
の
関
西
ア
ク
セ
ン
ト
」、

先
生
に
は
「
東
京
ア
ク
セ
ン
ト
（
共
通
語
的
な
発
音
）」
で
話
す
と
い
う

意
識
が
高
く
、
コ
ー
ド
ス
イ
ッ
チ
ン
グ
の
実
態
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
京

都
市
や
大
阪
市
を
は
じ
め
と
し
た
近
畿
中
央
部
で
も
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト

で
話
す
こ
と
が
で
き
る
若
者
は
多
い
と
思
わ
れ
る
が
、
ま
だ
大
半
の
地
域

で
は
こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
の
段
階
に
は
達
し
て
い
ず
、
話
し
相
手
に
関

係
な
く
、
い
か
な
る
場
面
で
も
京
阪
ア
ク
セ
ン
ト
優
先
で
話
す
こ
と
が
多

い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。

　

一
方
、
三
重
県
北
中
部
の
高
校
生
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
使
い
分
け
意
識
は

す
で
に
す
っ
か
り
定
着
し
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る
。こ
の
こ
と
は
、

当
該
地
域
に
お
い
て
京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
へ
と

体
系
そ
の
も
の
が
変
化
し
て
い
る
と
い
う
事
実
を
裏
付
け
る
根
拠
に
も
な

る
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

　

京
阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
地
域
に
東
京
式
ア
ク
セ
ン
ト
へ
の
変
化
が
徐
々
に

浸
透
し
、
地
域
ア
ク
セ
ン
ト
が
変
貌
を
遂
げ
つ
つ
あ
る
と
い
う
報
告
は
単
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に
三
重
県
北
中
部
で
起
き
て
い
る
現
象
の
指
摘
の
み
に
と
ど
ま
ら
ず
、
京

阪
式
ア
ク
セ
ン
ト
を
研
究
す
る
上
で
重
要
な
意
味
を
持
つ
成
果
で
あ
る
と

い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
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円
＋
税
）


