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万
葉
集
の
時
代
の
言
葉
も
残
る

島
こ
と
ば
の
あ
れ
こ
れ

方
言

　
動
植
物
の
世
界
で
は
︑
海
に
囲
ま
れ

た
島
は
外
来
種
の
影
響
を
受
け
に
く
い

の
で
︑
昔
の
姿
の
ま
ま
今
も
生
息
し
て

い
る
種
が
あ
り
ま
す
︒
言
語
の
世
界
も

同
様
で
︑
古
い
時
代
の
言
葉
遣
い
が
今

も
利
用
さ
れ
て
い
た
り
︑
島
独
特
の
変

化
を
遂
げ
た
り
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
︒

　
日
本
の
方
言
を
︑
音
の
成
り
立
ち
や

ア
ク
セ
ン
ト
︑
文
法
の
要
素
な
ど
に
基

づ
い
て
︑
地
域
で
区
分
し
た
も
の
を
全

日
本
方
言
区
画
図
と
い
い
ま
す
︒
八
丈

島
周
辺
で
使
わ
れ
て
い
る
八
丈
方
言
は
︑

日
本
の
中
で
も
独
自
性
を
も
つ
言
語
の

ひ
と
つ
と
考
え
ら
れ
て
お
り
︑
長
く
研

究
が
行
わ
れ
て
い
ま
す
︒
ま
た
︑
小
笠

原
諸
島
は
開
拓
に
よ
っ
て
八
丈
島
の
影

響
を
受
け
つ
つ
も
︑
欧
米
や
ハ
ワ
イ
の

言
葉
が
接
触
す
る
こ
と
で
混
ざ
り
合
い
︑

独
自
の
言
語
文
化
を
形
成
し
ま
し
た
︒

全日本方言区画図

　
北
部
伊
豆
諸
島
方
言
は
︑
伊
豆

諸
島
の
う
ち
御
蔵
島
以
北
で
話
さ

れ
る
方
言
で
す
︒
八
丈
方
言
と

の
違
い
に
つ
い
て
例
を
挙
げ
る
と
︑

北
部
伊
豆
諸
島
方
言
は
明
瞭
な
ア

ク
セ
ン
ト
が
使
わ
れ
る
の
に
対
し

て
︑
八
丈
方
言
で
は
橋
と
箸
を
区

別
し
な
い
よ
う
な
平
坦
な
ア
ク
セ

ン
ト
が
用
い
ら
れ
ま
す
︒

　
さ
ら
に
細
か
く
み
れ
ば
︑
各
島
︑

各
集
落
で
も
違
い
が
認
め
ら
れ
ま

す
が
︑
背
景
に
は
漂
着
し
た
人
や

流
人
か
ら
異
文
化
を
吸
収
す
る
な

ど
︑
島
独
特
の
社
会
環
境
が
影
響

し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒
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小
笠
原
諸
島
の

島
こ
と
ば

　
小
笠
原
諸
島
に
初
め
て
定
住
し

た
の
は
欧
米
や
ハ
ワ
イ
な
ど
か
ら

来
た
人
々
で
︑
日
本
語
を
話
す
人

が
定
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は

1
8
7
0
年
代
頃
か
ら
と
い
わ

れ
て
い
ま
す
︒
八
丈
島
か
ら
の
移

住
者
が
多
か
っ
た
た
め
︑
戦
前
ま

で
は
主
に
八
丈
語
が
使
わ
れ
て
い

た
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
︒
や
が

て
︑
八
丈
語
︑
英
語
︑
ハ
ワ
イ
語

な
ど
が
混
ざ
り
合
っ
て
独
自
の
進

化
を
と
げ
て
き
ま
し
た
︒

　
日
本
の
領
有
権
が
認
め
ら
れ
る

よ
う
に
な
っ
て
約
1
4
0
年
と

日
が
浅
く
︑
他
の
方
言
に
比
べ
小

笠
原
諸
島
の
島
こ
と
ば
の
研
究
は

多
い
と
は
い
え
ま
せ
ん
が
︑
多
く

の
民
族
と
文
化
が
融
合
し
て
生
ま

れ
た
珍
し
い
島
こ
と
ば
は
貴
重
な

方
言
と
い
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
︒

　
ユ
ネ
ス
コ︵
※
︶
が
︑世
界
の
言
語
の
中

で
﹁
消
滅
の
危
機
に
あ
る
言
語
・
方
言
﹂

に
つ
い
て
2
0
0
9
︵
平
成
21
︶
年
に

調
査
結
果
を
公
表
し
ま
し
た
︒
そ
の
調

査
結
果
の
中
で
︑﹁
八
丈
語
は
奄
美
語

な
ど
と
並
ん
で
世
界
消
滅
危
機
言
語
の

ひ
と
つ
﹂
と
し
て
挙
げ
ら
れ
ま
し
た
︒

　
八
丈
語
と
は
︑
全
日
本
方
言
区
画
図

上
で
八
丈
島
・
青
ヶ
島
で
用
い
ら
れ
て

い
る
言
葉
で
︑
日
本
で
は
方
言
と
し
て

扱
わ
れ
て
い
ま
す
が
︑
ユ
ネ
ス
コ
の
国

際
的
な
基
準
に
照
ら
す
と
︑
独
立
し
た

言
語
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま

す
︒
八
丈
語
に
は
︑
万
葉
集
が
編
纂
さ

れ
た
時
代
に
東
国
地
方
︵
関
東
地
方
と

そ
の
周
辺
地
域
︶
で
使
わ
れ
て
い
た
言

葉
と
同
じ
文
法
構
造
や
単
語
が
残
っ
て

い
ま
す
︒
他
の
方
言
と
交
わ
る
こ
と
が

少
な
か
っ
た
こ
と
が
︑
独
自
性
を
保
つ

こ
と
が
で
き
た
要
因
と
考
え
ら
れ
ま
す
︒

　
八
丈
島
で
は
島
こ
と
ば
を
後
世
に
受

け
継
ぐ
た
め
に
︑﹁
八
丈
・
島
こ
と
ば
か

る
た
﹂
を
制
作
し
た
り
学
校
教
育
・
社

会
教
育
に
取
り
入
れ
た
り
し
て
い
ま
す
︒

ね
っ
こ
き
ゃ

※﹁
小
さ
い
﹂の
意
︒

例�

五
郎
は
2
歳
ど
ん
て
　

	

ま
だ
ね
っ
こ
き
ゃ

ひ
ょ
ー
ら

※﹁
昼
飯
﹂の
意
︒

例�

12
時
で�

ひ
ょ
う
ら
だ
ら

ぼ
ー
き
ゃ

※﹁
大
き
い
﹂の
意
︒

例�

太
郎
は
花
子
よ
り

	

ぼ
ー
き
ゃ

え
ー
す

※﹁
魚
：
メ
ジ
ナ
﹂の
意
︒

例�

え
ー
す
の

	

さ
す
み（
刺
身
）は

	

う
ん
ま
き
ゃ
の
ー

め
な
だ

※﹁
な
み
だ
﹂の
意
︒

例�

悲
し
け
ん
て
　

	

め
な
だ
が�

で
た
ら
ー

か
ま
る

※﹁
に
お
う
﹂の
意
︒

例�

こ
の
く
さ
や
は
　

	

か
ま
る
わ
の
ー

八
丈
島
の

島
こ
と
ば

八丈方言例
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