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前
号
の
藤
本
良
致
氏
の
「
魚
の
方
言
に
つ
い

て
」
に
ち
な
ん
で
、
私
は
「
魚
」
そ
の
も
の
の
方

言
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
。

本
県
で
は
「
魚
」
を
サ
カ
ナ
と
呼
ぴ
、
ま
た
幼

児
語
と
し
て
ト
ト
と
言
う
乙
と
も
一
般
に
通
用
し

て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
.
更
に
一
部
の
地
方
で
は

イ
オ
と
か
そ
の
な
ま
り
と
思
わ
れ
る
言
葉
が
用
い

ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
私
の
調
査
し
た
所
で

は
県
下
の
海
岸
線
の
二
十
数
箇
所
の
中
、
敦
賀
・

小
浜
・
三
国
・
四
笛
浦
を
始
め
各
市
郡
に
渡
る
十

数
箇
所
で
イ
オ
・
ユ
オ
叉
は
イ
ヨ
等
が
用
い
ら
れ

て
い
る
の
で
あ
る
。
「
い
を
」
は
源
氏
物
語
や
和

名
抄
に
も
見
え
て
お
り
、
「
う
を
」
は
古
言
「
い

を
」
の
転
で
あ
る
と
も
言
わ
れ
て
い
る
が
(
『
言

海
』
)
、
現
代
の
共
通
語
と
し
て
は
既
に
忘
れ
去

ら
れ
た
か
与
る
言
葉
が
我
々
の
身
近
に
語
ら
れ
て

い
る
こ
と
に
は
感
慨
を
禁
じ
得
な
い
。

ま
た
、
ィ
オ
と
共
に
「
魚
ぐ
し
」
の
乙
と
を
イ

オ
グ
シ
・
ユ
オ
グ
シ
又
は
ユ
グ
シ
・
ヨ
グ
シ
等
と

呼
ぶ
所
が
多
く
、
既
に
イ
オ
や
ユ
オ
は
用
い
な
い

で
た
だ
イ
オ
グ
シ
や
ヨ
グ
シ
に
そ
の
名
ご
り
を
と

ど
め
て
い
る
所
さ
え
あ
る
。
そ
し
で
ζ

れ
ら
の
言

永
江

「
魚
」
と
「
舟
揚
場
」
の
方
言

葉
は
主
に
漁
業
者
、
そ
れ
も
中
年
以
上
の
人
に
多

く
用
い
ら
れ
て
い
る
ら
し
い
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね

ば
な
ら
ぬ
。
な
お
、
ィ
オ
の
発
音
は
芯
と
言
う

所
も
あ
る
が
、

-
d『

O

と
考
え
ら
れ
る
地
域
も
あ

り
本
来
の
ワ
行
音
を
と
ど
め
る
も
の
と
し
て
音
韻

的
に
も
興
味
が
深
い
。

次
に
、
海
岸
に
お
け
る
「
舟
揚
場
」
の
方
言
名

に
つ
い
て
略
記
し
た
い
。
越
前
の
海
辺
で
は
こ
れ

を
マ
と
呼
ぴ
.
そ
の
制
度
と
か
所
有
権
等
の
経
済

的
な
問
題
は
し
ば
し
ば
そ
の
道
の
人
々
に
よ
っ
て

論
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
が
、
マ
と
い
う
呼

称
は
坂
井
郡
か
ら
南
条
郡
ま
で
の
ほ
と
ん
ど
す
べ

て
の
漁
港
に
お
い
て
用
い
ら
れ
て
い
る
様
子
で
あ

る
ー
す
な
わ
ち
私
の
調
査
し
た
嶺
北
海
岸
線
の
十

二
箇
所
の
中
.
最
南
端
の
河
野
村
大
谷
に
お
け
る

フ
ナ
ゴ
ヤ
と
、
最
北
端
の
芦
原
町
波
松
の
フ
ナ
ツ

ケ
パ
・
フ
ナ
ア
ゲ
パ
を
除
け
ば
、
中
聞
の
十
箇
所

は
す
べ
て
マ
と
停
ぷ
と
の
ζ

と
で
あ
っ
た
。
三
国

町
雄
島
で
は
「
波
打
際
か
ら
高
さ
四
、
五
間
乃
至

十
問
ヤ
ら
い
ま
で
の
、
船
の
巾
の
三
倍
ヤ
ら
い
の

面
積
を
世
襲
し
て
い
る
」
と
い
う
が
、
各
地
の
マ

も
大
体
同
様
の
構
成
を
有
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

敦
賀
市
よ
り
若
狭
の
全
海
岸
線
で
は
現
在
ど
と

に
も
マ
は
聞
か
れ
な
い
よ
う
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
乙
乙
嶺
南
の
漁
港
に
お
い
て
は
「
舟
揚
場
」

は
多
く
フ
ナ
パ
・
フ
ナ
ゴ
ャ
、
叉
は
フ
ナ
ヒ
キ

パ
・
ヒ
キ
パ
等
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
。
フ
ナ
ゴ
ヤ

と
は
舟
を
小
室
へ
入
れ
る
ゆ
え
の
名
称
で
あ
る
寸

た
だ
し
、
敦
賀
市
北
端
の
大
比
田
で
は
、
今
は
フ

ナ
パ
・
フ
ナ
ゴ
ヤ
を
用
い
る
が
、
古
老
の
言
に
よ

れ
ば
「
昔
の
人
の
語
に
、
マ
が
あ
っ
た
」
と
の
こ

と
で
あ
る
。
更
に
昨
今
に
な
っ
て
始
め
て
聞
い

た
乙
と
で
あ
る
が
、
小
浜
市
の
田
烏
で
も
陸
上
の

舟
置
場
は
フ
ナ
パ
と
言
う
が
.
海
上
の
風
波
を
避

け
て
舟
を
つ
な
ヤ
に
便
利
な
入
江
な
ど
を
マ
と
呼

ぴ
、
「
越
前
の
方
へ
行
く
と
良
い
マ
が
な
い
の
で

L
舟
を
つ
な
ヤ
の
に
困
る
」
な
ど
と
言
っ
て
い
る
そ

う
で
あ
る
。
乙
の
一
事
か
ら
し
て
も
「
マ
」
に
つ
い

て
調
査
す
べ
き
課
題
は
な
お
多
い
と
思
わ
れ
る
。

東
条
操
編
『
全
国
方
言
辞
典
』
に
は
マ
の
ζ

と

も
魚
の
イ
オ
も
見
え
て
い
な
い
が
、
恐
ら
く
舟
揚

場
を
マ
と
呼
ぶ
の
は
本
県
嶺
北
地
万
に
限
ら
ず
、

ま
た
魚
を
イ
オ
・
ユ
オ
等
と
時
ぶ
こ
と
も
若
越
海

岸
に
と
ど
ま
ら
な
い
も
の
と
祖
像
さ
れ
る
。
な

お
、
福
井
漢
文
学
会
の
道
関
与
門
氏
は
イ
オ
の
起

原
を
「
中
国
語
三
回
〈
魚
」
か
ら
来
た
も
の
」
と

説
、
き
、
『
人
間
の
歴
史
』
の
著
者
安
田
徳
太
郎
氏

は
「
原
マ
レ
イ
族
の
イ
ワ
と
か
イ
ア
(
魚
)
に
結

び
つ
く
」
と
述
べ
て
い
る
。
と
も
に
傾
聴
す
べ
き

意
見
で
は
あ
る
が
、
に
わ
か
げ
ル
は
信
じ
難
い
。
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最
後
に
、
私
は
「
魚
」
「
舟
揚
場
」
の
万
言
と

色
、
海
浜
以
外
に
つ
い
て
は
全
く
調
査
し
て
い
な

い
こ
と
を
お
乙
と
わ
り
し
て
お
く
。
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