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本
書
は
、
神
奈
川
県
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
実
態
を
臨
地
調
査
に
基
づ
い

て
記
述
し
た
研
究
書
で
あ
る
。
そ
の
目
的
は
、
同
県
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
伝

統
的
な
相
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
と
、
同
県
で
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
地
域
差

を
捉
え
る
こ
と
で
あ
る
。
本
書
で
は
そ
の
成
果
と
し
て
、
神
奈
川
県
内
に

は
「
現
時
点
で
も
あ
る
程
度
安
定
性
を
持
っ
た
言
語
集
団
が
残
さ
れ
て
い

た
こ
と
」
を
見
い
だ
し
、
そ
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
様
相
が
「
西
関
東
方
言
の

ア
ク
セ
ン
ト
の
特
徴
を
多
く
保
っ
て
い
る
」
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る

（p.11

）。

　

一
般
に
、
神
奈
川
県
は
独
特
の
方
言
的
特
徴
に
乏
し
く
、
ア
ク
セ
ン
ト

に
関
し
て
も
東
京
と
同
様
の
型
が
全
県
的
に
広
が
っ
て
い
る
と
認
識
さ
れ

て
い
る
き
ら
い
が
あ
る
。
し
か
し
、
神
奈
川
県
の
こ
と
ば
を
没
個
性
と
断

ず
る
の
は
皮
相
的
な
見
方
で
あ
る
。本
書
で
具
体
的
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、

神
奈
川
県
内
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
実
相
は
地
域
的
多
様
性
に
富
ん
で
い
る
。

本
書
の
意
義
は
、
東
京
語
と
大
同
小
異
と
す
る
従
来
よ
く
あ
る
予
見
を
乗

り
越
え
、
均
一
と
思
わ
れ
が
ち
な
神
奈
川
県
の
こ
と
ば
の
中
に
ア
ク
セ
ン

ト
の
地
域
差
が
確
実
に
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
、
丹
念
な
調
査
に
基
づ
い

て
裏
づ
け
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
。

　

本
書
は
三
部
十
五
章
か
ら
な
る
。
第
一
部
で
は
研
究
の
背
景
が
示
さ
れ

る
と
と
も
に
、調
査
地
域
の
概
要
な
ら
び
に
調
査
の
手
法
が
述
べ
ら
れ
る
。

本
書
の
調
査
手
法
は
、
県
内
各
地
域
で
生
育
し
た
老
年
話
者
を
対
象
に
聞

き
取
り
を
行
い
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
記
述
を
試
み
る
と
い
う
も
の
で
、
こ
れ

は
方
言
研
究
の
世
界
で
長
ら
く
培
わ
れ
て
き
た
手
法
を
手
堅
く
踏
襲
し
た

も
の
で
あ
る
。
調
査
語
彙
に
関
し
て
も
、
一
部
の
地
名
ア
ク
セ
ン
ト
に
関

す
る
項
目
を
除
く
と
、
そ
の
ほ
か
は
平
山
輝
男
の
示
し
た
類
別
語
彙
に

拠
っ
て
い
る
（
本
書
末
尾
「
資
料
２
」
参
照
）。
本
書
の
調
査
に
は
手
法

上
の
目
新
し
さ
と
い
う
も
の
は
と
く
に
な
い
が
、
研
究
の
継
承
と
い
う
観

点
に
立
て
ば
、
従
前
蓄
積
さ
れ
て
き
た
方
言
研
究
の
伝
統
に
忠
実
に
沿
う

こ
と
に
は
む
し
ろ
十
分
な
合
理
性
が
見
い
だ
せ
る
。
類
別
語
彙
を
拠
り
所

と
し
た
調
査
を
行
う
こ
と
は
、
同
じ
手
法
に
則
っ
て
行
わ
れ
て
き
た
数
々

の
方
言
の
記
述
と
の
間
で
共
通
の
考
察
基
盤
を
共
有
す
る
こ
と
に
ほ
か
な

ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

第
二
部
は
、
地
域
別
に
章
を
分
け
て
調
査
結
果
を
記
述
す
る
構
成
と

〔
書
評
〕
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な
っ
て
い
る
。
小
田
原
市
方
言
・
中
郡
二
宮
町
方
言
・
高
座
郡
寒
川
町
方

言
・
三
浦
市
方
言
・
横
須
賀
市
東
部
方
言
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ
い
て
、
名
詞
・

動
詞
・
形
容
詞
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
実
態
を
丹
念
に
記
述
す
る
。
二
宮
町
方

言
に
つ
い
て
は
地
名
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
つ
い
て
の
手
厚
い
分
析
も
あ
る
。

地
名
に
は
独
特
の
「
地
元
型
」
ア
ク
セ
ン
ト
が
往
々
に
し
て
起
こ
る
が
、

そ
れ
は
二
宮
町
方
言
で
も
同
様
で
あ
る
。
本
書
で
は
、
老
年
層
と
青
年
層

と
で
地
名
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
差
が
あ
る
こ
と
、
と
り
わ
け
青
年
層
で
は
地

元
型
か
ら
共
通
語
型
へ
の
切
り
替
え
が
進
ん
で
い
る
こ
と
が
明
か
さ
れ

る
。
地
名
の
ア
ク
セ
ン
ト
の
記
述
は
方
言
地
域
で
な
け
れ
ば
成
り
立
た
な

い
調
査
課
題
で
あ
る
。こ
の
点
で
二
宮
町
の
地
名
ア
ク
セ
ン
ト
の
分
析
は
、

本
書
の
中
で
も
出
色
の
成
果
の
一
つ
と
言
え
る
。
な
お
、
上
述
の
五
地
点

に
加
え
て
、
本
書
で
は
足
柄
上
郡
中
井
町
方
言
に
つ
い
て
も
一
章
を
割
い

て
い
る
が
、こ
の
地
点
に
つ
い
て
は
音
韻
の
調
査
の
み
が
行
わ
れ
て
い
て
、

ア
ク
セ
ン
ト
の
記
述
は
な
い
。

　

第
三
部
で
は
、
そ
れ
ま
で
に
示
さ
れ
た
個
々
の
方
言
の
調
査
結
果
に
基

づ
い
て
、
神
奈
川
県
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
特
徴
に
つ
い
て
の
総
合
的
な
考

察
が
示
さ
れ
る
。
品
詞
ご
と
に
章
を
分
け
て
特
徴
を
論
じ
て
い
る
ほ
か
、

最
終
章
で
は
神
奈
川
県
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
全
体
的
な
特
徴
に
つ
い
て
俯

瞰
的
な
論
述
を
行
い
、
ア
ク
セ
ン
ト
か
ら
見
た
県
内
諸
方
言
の
地
域
差
お

よ
び
位
置
づ
け
に
つ
い
て
考
察
し
て
い
る
。

　

以
下
、
い
く
つ
か
具
体
的
な
ト
ピ
ッ
ク
を
取
り
上
げ
て
論
評
し
た
い
。

ま
ず
は
本
書
の
主
要
な
課
題
で
あ
る
西
関
東
方
言
ア
ク
セ
ン
ト
の
古
相
保

持
に
関
わ
る
問
題
で
あ
る
。
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
各
章
で
調
査
地
点
別

の
検
討
が
示
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
第
三
部
第
一
章
に
ま
と
ま
っ
た
論
述
が

あ
る
。二
拍
名
詞「
北
」の
尾
高
型
を
は
じ
め
、三
拍
名
詞
の
尾
高
型（「
林
・

東
・
筵
」
な
ど
）
や
中
高
型
（「
油
・
涙
・
柱
」
な
ど
）
と
い
っ
た
伝
統

的
な
型
が
（
横
須
賀
東
部
を
除
く
）
各
地
点
で
観
察
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、

古
形
残
存
の
事
実
は
お
お
か
た
著
者
の
予
測
ど
お
り
捉
え
ら
れ
た
と
言
え

そ
う
で
あ
る
。
東
京
語
の
古
形
と
し
て
知
ら
れ
る
型
が
神
奈
川
県
方
言
ア

ク
セ
ン
ト
の
中
に
見
い
だ
せ
る
こ
と
を
明
瞭
に
示
し
た
点
は
、
本
書
な
ら

で
は
の
学
術
的
貢
献
と
評
し
得
る
。

　

古
形
維
持
の
地
域
差
に
つ
い
て
は
、
や
や
論
を
加
え
る
べ
き
と
思
わ
れ

る
点
も
あ
る
。
た
と
え
ば
寒
川
町
方
言
で
は
、
尾
高
型
（
古
形
）
が
期
待

さ
れ
る
三
拍
名
詞
第
Ⅳ
類
に
お
い
て
平
板
型
へ
の
移
行
が
著
し
い
。
こ
の

事
実
に
つ
い
て
著
者
は
「
二
宮
町
方
言
や
後
に
述
べ
る
三
浦
市
方
言
の
老

年
層
話
者
の
結
果
と
比
べ
る
と
比
較
的
新
し
い
様
相
を
示
し
て
い
る
」
と

述
べ
る
が
（pp. 119-120

）、
こ
の
「
新
し
い
様
相
」
と
い
う
の
が
地
域

差
と
し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
べ
き
も
の
な
の
か
ど
う
か
は
、
慎
重
な
判
断

を
要
す
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
な
ぜ
な
ら
、
た
ま
た
ま
当
該
の
話
者
が
新

し
い
型
を
個
人
の
言
語
特
徴
と
し
て
持
っ
て
い
た
と
い
う
可
能
性
も
捨
て
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き
れ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
伝
統
的
な
方
言
研
究
で
は
、
一
名
な
い
し
数
名

の
話
者
を
代
表
と
し
て
そ
の
地
点
の
言
語
を
記
述
す
る
手
法
が
採
ら
れ
る

が
、
本
書
で
取
り
上
げ
て
い
る
よ
う
な
変
化
の
途
上
に
あ
る
現
象
を
相
手

に
す
る
場
合
に
は
、
当
該
の
現
象
が
個
人
差
の
範
囲
を
超
え
て
集
団
的
・

地
域
的
に
発
生
し
て
い
る
現
状
を
捕
捉
す
る
た
め
の
、
何
ら
か
の
手
法
上

の
工
夫
も
必
要
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
た
。

　

と
こ
ろ
で
、
本
書
の
全
体
的
な
ね
ら
い
は
神
奈
川
県
方
言
ア
ク
セ
ン
ト

の
中
に
西
関
東
方
言
の
古
相
を
見
い
だ
そ
う
と
す
る
も
の
で
、
そ
れ
は
そ

れ
で
本
書
で
示
さ
れ
る
多
く
の
記
述
的
事
実
か
ら
首
肯
で
き
る
の
だ
が
、

こ
れ
に
加
え
て
、
古
相
と
新
相
と
の
境
界
と
も
言
う
べ
き
も
の
が
同
県
内

に
か
な
り
は
っ
き
り
と
見
い
だ
せ
る
こ
と
も
、
も
っ
と
強
調
さ
れ
て
も
よ

か
っ
た
よ
う
に
思
う
。
試
み
に
、
三
拍
動
詞
の
活
用
形
の
ひ
と
つ
で
あ
る

「
準
体
助
詞
＋
ガ
」
形
式
（「
遊
ぶ
の
が
」）
を
一
例
と
し
て
、
各
調
査
地

点
の
ア
ク
セ
ン
ト
を
本
書
の
記
述
に
基
づ
い
て
整
理
し
て
み
る
と
、
そ
う

し
た
境
界
ら
し
き
も
の
は
確
か
に
あ
り
そ
う
で
あ
る（
本
書
表
３
・
表
８
・

表
18
・
表
22
・
表
25
参
照
）。

　
　

 

ア
ソ
ブ
ノ
］
ガ
（
①
）＞

　

ア
ス
ブ
ノ
］
ガ
～
ア
ス
ブ
］
ノ
ガ
（
②
）

＞

　

ア
ソ
ブ
］
ノ
ガ
（
③
）

小
田
原
市
・
二
宮
町
・
寒
川
町
に
か
け
て
は
古
形
の
み
が
起
こ
る
が（
①
）、

三
浦
市
で
は
古
形
と
共
通
語
型
が
併
存
し
（
②
）、
さ
ら
に
横
須
賀
市
東

部
に
至
る
と
共
通
語
型
の
み
と
な
る
（
③
）。
日
野
資
純
の
言
を
借
り
れ

ば
「
相
模
川
東
部
方
言
」
の
中
に
境
界
が
見
出
せ
そ
う
で
あ
る
。
他
の
調

査
語
句
に
つ
い
て
も
、
地
点
別
の
古
形
残
存
頻
度
を
比
較
精
査
す
る
こ
と

に
よ
り
、
新
古
の
境
界
が
さ
ら
に
精
細
に
描
き
出
せ
る
の
で
は
な
い
か
と

期
待
さ
れ
る
が
、
そ
れ
は
本
書
の
着
実
な
成
果
を
踏
ま
え
た
著
者
の
次
な

る
研
究
課
題
と
な
る
の
だ
ろ
う
。

　

最
後
に
、
本
書
を
通
じ
て
評
者
の
関
心
が
大
い
に
刺
激
さ
れ
た
事
象
に

言
及
し
て
お
き
た
い
。
本
書
の
調
査
で
は
、
い
わ
ゆ
る
古
形
と
さ
れ
る
型

だ
け
で
な
く
、
ア
ク
セ
ン
ト
の
新
た
な
変
化
の
萌
芽
も
捉
え
ら
れ
て
い
る

よ
う
に
見
受
け
ら
れ
た
。
た
と
え
ば
平
板
動
詞
に
付
属
語
「
た
い
・
そ
う

だ
・
な
が
ら
」
が
後
続
し
た
形
式
の
ア
ク
セ
ン
ト
が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
の

形
式
の
伝
統
的
な
ア
ク
セ
ン
ト
は
平
板
型
だ
が
、
近
年
で
は
起
伏
化
し
た

型
へ
の
変
化
が
共
通
語
に
生
じ
始
め
て
い
る
（
例
：
遊
び
た
］
い
、
遊
び

そ
う
］
だ
、
遊
び
な
］
が
ら
）。
興
味
深
い
の
は
、
神
奈
川
県
の
老
年
層

で
も
こ
の
変
化
が
兆
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
た
と
え
ば
寒
川
町
の
話
者

の
ア
ク
セ
ン
ト
は
「
ア
ソ
ビ
テ
］
ー
、
ア
ソ
ビ
ソ
ー
ダ
、
ア
ソ
ビ
ナ
ガ
ラ

～
ア
ソ
ビ
ナ
］
ガ
ラ
」
と
い
っ
た
具
合
に
新
旧
混
然
と
し
た
様
相
を
呈
し

て
い
る
（
表
18
）。
一
方
で
、
小
田
原
市
の
話
者
に
は
ア
ク
セ
ン
ト
の
ゆ

れ
は
見
ら
れ
ず
、
在
来
の
平
板
型
で
一
貫
し
て
い
る
（
表
３
）。
問
題
は
、

こ
う
し
た
違
い
を
地
域
差
と
見
る
か
個
人
差
と
見
る
か
で
あ
る
。
神
奈
川
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県
方
言
の
地
域
差
を
論
じ
る
本
書
と
し
て
は
前
者
を
答
え
と
し
た
い
は
ず

だ
が
、
そ
う
し
た
拙
速
な
断
定
を
避
け
、
現
時
点
で
は
要
因
を
「
特
定
す

る
の
は
困
難
」（p. 209
）
と
率
直
に
述
べ
て
い
る
あ
た
り
に
著
者
の
慎

重
さ
が
う
か
が
え
る
。
今
後
、
こ
の
興
味
深
い
問
題
が
、
各
地
点
の
話
者

数
を
増
や
し
た
追
加
調
査
な
ど
を
通
じ
て
、
い
ず
れ
著
者
の
手
に
よ
っ
て

解
き
明
か
さ
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

（
四
六
判
上
製
、
二
五
〇
頁
、
春
風
社
、
二
〇
二
〇
年
二
月
発
行
、
定
価

三
七
〇
〇
円
＋
税
）


