
■
二
都
物
語

「
方
言
周
圏
論
」
と
い
う
の
を
ど
こ
か
で
耳
に
し
た
こ
と

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
都
の
こ
と
ば
が
周
辺
に
広
が
っ
て
い

く
こ
と
に
よ
り
方
言
が
で
き
あ
が
る
と
い
う
理
論
で
あ
る
。

都
か
ら
の
新
し
い
こ
と
ば
の
放
射
は
、
何
度
も
繰
り
返
さ

れ
る
。
そ
の
た
め
に
方
言
の
分
布
は
同
心
円
を
描
く
、
と

さ
れ
る
。

都
か
ら
の
重
層
的
な
新
語
の
放
射
と
伝
播
は
、
都
と
の

言
語
の
類
似
性
を
定
量
的
に
捉
え
る
場
合
、
都
か
ら
の
距

離
と
の
間
の
相
関
を
示
唆
す
る
。
す
な
わ
ち
、
都
に
近
い

ほ
ど
類
似
性
は
高
ま
り
、
遠
い
ほ
ど
類
似
性
は
下
が
る
と

想
像
さ
れ
る
。

こ
の
こ
と
を
具
体
的
に
検
証
し
て
み
よ
う
。
幸
い
、
日

本
で
は
『
日
本
言
語
地
図
』『
方
言
文
法
全
国
地
図
』『
新

日
本
言
語
地
図
』
と
い
う
全
国
レ
ベ
ル
の
方
言
地
図
集
が

刊
行
さ
れ
、
デ
ー
タ
も
公
開
さ
れ
て
い
る
。
地
図
上
の
そ

れ
ぞ
れ
の
地
点
の
語
形
全
体
の
中
で
都
と
同
じ
語
形
が
占

め
る
割
合
（
%
）
を
一
致
度
と
し
、
類
似
性
の
指
標
と
し

よ
う
。
た
と
え
ば
、『
日
本
言
語
地
図
』
に
お
い
て
A
県

B
市
の
語
形
が
合
計
1
0
0
あ
っ
た
と
し
て
、
そ
の
う

ち
35
が
都
と
同
じ
語
形
で
あ
る
な
ら
、
A
県
B
市
の
都

と
の
一
致
度
は
35
（
%
）
と
な
る
。
地
図
上
の
全
て
の
地

点
に
つ
い
て
、
一
致
度
を
求
め
、
距
離
と
の
関
係
を
捉
え

て
み
よ
う
と
い
う
わ
け
だ
。
な
お
、
距
離
の
扱
い
方
は
、

直
線
距
離
や
道
路
距
離
、
鉄
道
距
離
な
ど
い
ろ
い
ろ
考
え

ら
れ
る
が
、
こ
こ
で
は
も
っ
と
も
単
純
な
直
線
距
離
（
正

確
に
は
大
圏
距
離
）
で
扱
う
。

『
日
本
言
語
地
図
』
の
デ
ー
タ
に
基
づ
き
古

い
に
し
えの
都
、
京
都

と
の
一
致
度
と
京
都
か
ら
の
距
離
の
関
係
を
グ
ラ
フ
に
し

た
の
が
図
1
で
あ
る
。
北
海
道
を
除
く
と
、
都
か
ら
の
距

離
に
応
じ
て
、
一
致
度
は
下
が
っ
て
い
く
こ
と
が
わ
か
る
。

京
都
は
、
平
安
遷
都
以
降
、
約
1
0
0
0
年
に
わ
た
っ

て
都
で
あ
り
続
け
た
。
そ
の
こ
と
に
よ
り
、
京
都
を
中
心

と
し
た
畿
内
の
こ
と
ば
、
今
で
い
え
ば
関
西
弁
が
、
か
つ

て
は
標
準
語
の
地
位
を
占
め
て
い
た
。
近
世
に
入
り
、
江

戸
時
代
中
期
以
降
は
、
実
質
的
な
中
央
が
江
戸
に
移
行
す

る
。
さ
ら
に
明
治
に
入
っ
て
か
ら
は
、
江
戸
か
ら
名
前
を

変
え
た
東
京
に
都
が
遷
り
、
標
準
語
も
東
京
の
こ
と
ば
を

基
盤
と
す
る
も
の
に
代
わ
っ
た
。
そ
れ
で
は
、
新
し
い
都
、

東
京
を
元
に
す
る
と
、
一
致
度
と
距
離
の
関
係
は
ど
の
よ

う
に
現
れ
る
だ
ろ
う
か
。

図
2
は
、『
日
本
言
語
地
図
』
に
基
づ
き
、
東
京
と
の

一
致
度
と
東
京
か
ら
の
距
離
の
関
係
を
表
し
て
い
る
。
基

本
的
に
図
1
と
類
似
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
新
し
い

都
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
か
ら
の
距
離
が
離
れ
る
と
、
そ
れ

に
応
じ
て
一
致
度
が
下
が
る
（
北
海
道
を
除
く
）。
中
心
地

と
し
て
の
都
か
ら
の
こ
と
ば
の
放
射
と
伝
播
の
よ
う
す
が

グ
ラ
フ
に
よ
く
反
映
さ
れ
て
い
る
よ
う
だ
。
つ
ま
り
、
京

都
か
ら
東
京
へ
と
都
が
交
代
し
て
も
、
都
と
地
方
の
言
語

的
一
致
度
と
都
か
ら
の
空
間
距
離
の
間
に
は
一
定
の
関
係

が
保
た
れ
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

し
か
し
、
で
あ
る
。
こ
れ
は
二
都
が
醸
し
出
し
た
、
幻

想
に
過
ぎ
な
い
。

■
ど
こ
で
も「
坂
」の
上

図
1
と
図
2
は
、
比
較
す
る
元
を
京
都
や
東
京
と
い
っ

た
都
に
設
定
す
る
こ
と
に
よ
り
得
ら
れ
た
グ
ラ
フ
で
あ
っ

た
。
京
都
や
東
京
を
選
ぶ
こ
と
の
根
底
に
は
、「
都
」
だ

か
ら
そ
こ
を
元
に
す
る
、
と
い
う
バ
イ
ア
ス
が
最
初
か
ら

か
か
っ
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
れ
で
は
、
任

意
の
地
方
を
比
較
の
元
に
設
定
す
る
と
ど
う
だ
ろ
う
か
。

図
3
（
51
頁
）
は
、『
日
本
言
語
地
図
』
の
デ
ー
タ
を

使
い
、
比
較
元
を
山
形
県
に
設
定
し
た
グ
ラ
フ
で
あ
る
。

都
を
元
に
し
た
図
1
・
図
2
と
同
じ
よ
う
す
―
―
近
く
ほ

ど
一
致
度
が
高
く
、
遠
く
ほ
ど
一
致
度
が
低
い
―
―
が
描

き
出
さ
れ
て
い
る
。

実
は
、
ど
こ
を
比
較
元
に
設
定
し
て
も
、
基
本
的
に
は

同
じ
よ
う
な
結
果
が
得
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
た
だ
し
、
特

異
か
つ
重
要
な
例
外
が
い
く
つ
か
あ
り
、
そ
の
う
ち
の
2
点
に

つ
い
て
は
後
述
す
る
）。
こ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は
、
こ

と
ば
は
、
近
い
と
こ
ろ
ほ
ど
似
て
い
て
、
遠
く
な
る
ほ
ど

異
な
る
、
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
あ
た
り
ま
え

と
い
え
ば
、
あ
た
り
ま
え
の
こ
と
を
表
し
て
い
る
に
過
ぎ

な
い
。「
方
言
周
圏
論
」
を
想
定
し
が
ち
な
の
は
、「
方

言
」
に
向
き
合
う
に
あ
た
り
、「
都
」
や
「
標
準
語
」
な

ど
に
発
想
が
拘
束
さ
れ
て
い
る
こ
と
の
投
影
で
あ
る
。

方
言
の
一
致
度
を
分
布
と
し
て
見
た
場
合
、
全
体
と
し

て
は
な
だ
ら
か
な
傾
斜
＝「
坂
」
を
示
す
。
こ
の
「
坂
」

は
、
任
意
の
場
所
を
頂
点
と
し
て
、
空
間
的
に
離
れ
る
ほ

ど
、
こ
と
ば
（
方
言
）
も
離
れ
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
。

こ
の
こ
と
は
一
般
則
と
し
て
確
認
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
ど

こ
で
あ
っ
て
も
坂
の
上
に
あ
る
と
見
な
す
こ
と
が
で
き
る

こ
と
に
な
る
。

■「
崖
」の
よ
う
な「
坂
」も
あ
る

同
じ
傾
斜
で
も
、
最
初
か
ら
そ
の
坂
が
あ
る
場
合
と
、

平
ら
な
と
こ
ろ
か
ら
そ
の
坂
に
た
ど
り
つ
い
た
場
合
と
で

は
、
印
象
が
ず
い
ぶ
ん
と
異
な
る
。
後
者
の
場
合
、
急
に

現
れ
た
坂
は
、
崖
の
よ
う
な
イ
メ
ー
ジ
を
与
え
る
だ
ろ
う
。

● 右下がりの線で示したのが「坂」であり、遠く離れ
るほど、ことばの一致度が低下することを示している。
矢印で示したのは、二つの「峰」（右が北海道の「峰」、
左が東京（関東）の「峰」）。

● 右下がりの線で示した「坂」と矢印で示した北海道
の「峰」が確認される。
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■図1：京都からの距離とことばの一致度

■図2：東京からの距離とことばの一致度
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こ
と
ば

交
と

方
言
分
布
が
見
せ
る「
坂
」「
崖
」「
峰
」

シ
リ
ー
ズ 

―
― 

2

こ
と
ば
は
、
人
々
が
「
交（
ま
じ
）わ
る
」
た
め
の
必
要
不
可
欠
な
道
具
で
あ
り
、

新
た
な
交
流
が
生
ま
れ
る
場
所
で
は
、
こ
と
ば
そ
の
も
の
も
変
化
し
て
い
く
。

こ
と
ば
か
ら
「
ル
ネ
ッ
セ
」
を
導
く
シ
リ
ー
ズ
第
２
弾
で
は
、

方
言
地
理
学
の
見
地
か
ら
、「
坂
」「
崖
」「
峰
」
で
表
さ
れ
る
こ
と
ば
の
伝
播
の
経
緯
と

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
言
語
の
あ
り
方
を
ひ
も
と
き
、

こ
と
ば
と
人
の
つ
な
が
り
を
考
え
る
。

お
お
に
し
・
た
く
い
ち
ろ
う

1
9
6
3
年
生
ま
れ
。
方
言
学
者
。
現
在
、

国
立
国
語
研
究
所
教
授
。
お
も
な
著
書
に
、

﹃
こ
と
ば
の
地
理
学
﹄（
大
修
館
書
店
）、

﹃
現
代
方
言
の
世
界
﹄﹃
新
日
本
言
語
地
図
﹄

﹃
空
間
と
時
間
の
中
の
方
言
﹄（
い
ず
れ
も

朝
倉
書
店
）
な
ど
。
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図
1
〜
3
は
、『
日
本
言
語
地
図
』
に
基
づ
く
。
こ
の

地
図
集
は
お
も
に
語
彙
（
か
ま
き
り
、
さ
つ
ま
い
も
、
と
ん

ぼ
等
）
を
対
象
と
す
る
。「
坂
」
ら
し
い
よ
う
す
は
、
語

彙
で
顕
著
に
現
れ
る
。
そ
れ
に
対
し
、
文
法
（
時
制
、
否

定
過
去
、
活
用
な
ど
）
を
対
象
と
し
た
場
合
に
は
、
一
定
空

間
内
で
は
あ
ま
り
傾
斜
を
見
せ
ず
、
そ
の
先
で
ガ
ク
ン
と

一
致
度
が
下
が
る
「
崖
」
が
確
認
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
は
、
そ
の
名
の
通
り
、
文
法
を

対
象
と
し
た
方
言
地
図
集
で
あ
る
。『
日
本
言
語
地
図
』

と
『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
で
傾
斜
の
現
れ
方
が
顕
著
に

異
な
る
例
を
図
4
に
示
し
た
。
こ
の
図
で
は
、
比
較
元
を

和
歌
山
県
に
設
定
し
、
近
畿
地
方
内
の
デ
ー
タ
の
現
れ
方

を
示
し
て
い
る
。
語
彙
を
対
象
と
す
る
『
日
本
言
語
地

図
』（
L
A
J
）
で
は
、
全
体
が
「
坂
」
と
し
て
現
れ
て
い

る
。
そ
れ
に
対
し
、
文
法
を
扱
う
『
方
言
文
法
全
国
地

図
』（
G
A
J
）
で
は
、
全
体
が
フ
ラ
ッ
ト
で
、
遠
方
（
近

畿
地
方
の
外
縁
部
）
に
行
く
と
最
後
に
「
崖
」
と
し
て
落

ち
込
む
よ
う
す
が
見
え
る
。

両
者
の
異
な
り
は
、
方
言
が
有
す
る
言
語
と
し
て
、
そ

の
本
質
で
あ
る
意
思
疎
通
の
道
具
、
そ
し
て
そ
れ
を
根
幹

で
支
え
る
文
法
が
持
つ
高
い
シ
ス
テ
ム
性
と
無
関
係
で
は

な
い
。
同
一
の
方
言
圏
（
こ
の
場
合
、
近
畿
方
言
）
で
あ
る

近
畿
地
方
の
内
部
で
、
文
法
が
傾
斜
的
・
連
続
的
に
移
行

す
る
こ
と
は
、
言
語
の
共
有
性
に
照
ら
す
と
、
望
ま
し
い

こ
と
で
は
な
い
。
な
る
べ
く
均
質
で
あ
る
こ
と
が
文
法
に

は
求
め
ら
れ
る
わ
け
で
、
そ
の
こ
と
が
グ
ラ
フ
に
お
け
る

フ
ラ
ッ
ト
な
形
状
に
現
れ
て
い
る
。
同
時
に
方
言
圏
か
ら

離
れ
る
場
合
に
は
、
共
有
性
に
こ
だ
わ
る
必
要
は
な
い
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
「
崖
」
と
し
て
顕
現
し
て
い
る
。

■
二
つ
の「
峰
」

図
1
と
図
2
に
お
い
て
、
北
海
道
は
、
遠
い
の
に
一
致

度
が
高
い
と
い
う
、
明
ら
か
に
特
異
な
現
れ
方
を
見
せ
て

い
る
。
一
致
度
の
高
い
と
こ
ろ
が
遠
く
に
あ
り
、
そ
の
こ

と
が
「
坂
」
の
原
則
か
ら
外
れ
て
い
る
た
め
に
、
グ
ラ
フ

の
形
状
は
、
比
較
元
か
ら
見
る
と
、
あ
た
か
も
、
彼
方
に

あ
る
「
峰
」
の
よ
う
だ
。

こ
の
「
峰
」
を
生
み
出
し
た
要
因
が
、
移
住
に
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
北
海
道
で
は
、
近
代
以
降
、
本
州

各
地
か
ら
開
拓
を
目
的
と
す
る
大
規
模
な
移
住
が
あ
っ
た
。

こ
の
た
め
に
、
北
海
道
で
は
、
移
住
元
の
こ
と
ば
（
方
言
）

が
持
ち
込
ま
れ
、
移
住
先
で
保
持
さ
れ
る
と
と
も
に
、
異

な
る
移
住
元
の
人
ど
う
し
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
言
語

と
し
て
標
準
語
が
積
極
的
に
活
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。

た
だ
し
、
元
方
言
の
保
持
に
つ
い
て
は
、
き
わ
め
て
部
分

的
で
あ
り
、
全
体
と
し
て
は
標
準
語
に
向
か
い
、
約
2
世

代
で
ほ
ぼ
完
了
す
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
こ
と
が
比
較
元
か
ら
遠
く
離
れ
て
い
る
の
に
、

一
致
度
が
高
い
北
海
道
の
顕
著
な
「
峰
」
を
発
生
さ
せ
た

と
考
え
ら
れ
る
。

と
こ
ろ
で
、
図
1
の
4
0
0
㎞
あ
た
り
を
注
視
し
て

ほ
し
い
。
わ
ず
か
で
は
あ
る
も
の
の
、「
坂
」
の
原
則
か

ら
外
れ
た
尖
り
が
見
ら
れ
る
。
北
海
道
ほ
ど
は
目
立
た
な

い
が
、
こ
こ
に
も
「
峰
」
が
あ
る
。
こ
の
「
峰
」
に
あ
た

る
場
所
は
、
東
京
を
中
心
と
し
た
関
東
で
あ
る
。
京
都
と

東
京
、
つ
ま
り
東
と
西
は
こ
と
ば
が
大
き
く
異
な
る
は
ず

な
の
に
、
思
い
が
け
な
い
類
似
性
が
グ
ラ
フ
に
現
れ
て
い

る
こ
と
に
な
る
。

実
は
、
方
言
分
布
に
お
い
て
、
東
京
は
東
日
本
の
中
で

周
囲
か
ら
孤
立
し
た
、
い
わ
ば
「
言
語
島
」
の
よ
う
な
現

れ
方
を
見
せ
る
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
季

節
の
「
梅
雨
」
の
こ
と
を
東
日
本
・
関
東
で
は
ニ
ュ
ー
バ

イ
（「
梅
雨
入
り
」
で
は
な
く
「
梅
雨
」
の
こ
と
で
あ
る
）
と

言
う
が
、
東
京
で
は
西
日
本
の
語
形
ツ
ユ
が
用
い
ら
れ
、

そ
れ
が
現
在
の
標
準
語
に
も
採
用
さ
れ
て
い
る
。「
明
後

日
の
翌
日
」
を
表
す
シ
ア
サ
ッ
テ
も
同
様
で
あ
る
。
シ
ア

サ
ッ
テ
は
、
東
京
で
用
い
ら
れ
、
ま
た
標
準
語
に
な
っ
て

い
る
が
、
も
と
は
西
日
本
の
言
い
方
で
あ
り
、
東
日
本
の

伝
統
的
な
方
言
と
し
て
は
ヤ
ノ
ア
サ
ッ
テ
系
の
語
形
が
広

く
分
布
し
て
い
た
。

こ
の
よ
う
な
東
京
の
こ
と
ば
の
特
性
は
、
江
戸
と
い
う

街
の
形
成
と
無
関
係
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
都

市
と
し
て
の
江
戸
は
、
近
世
以
降
、
地
方
か
ら
人
々
が
集

ま
り
、
徐
々
に
発
展
し
た
。
そ
の
際
に
西
日
本
の
こ
と
ば

が
導
入
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
直
接
の
要
因
は
異
な
る

に
し
て
も
、
近
代
以
降
の
北
海
道
の
形
成
と
通
じ
る
と
こ

ろ
が
あ
る
。
規
模
や
展
開
速
度
の
違
い
に
は
留
意
が
必
要

で
あ
る
が
、
共
通
項
と
し
て
移
住
が
あ
る
の
は
確
か
で
あ

る
。
そ
し
て
、
そ
の
こ
と
が
北
海
道
と
東
京
（
関
東
）
の

二
つ
の
「
峰
」
を
形
成
し
た
わ
け
で
あ
る
。

な
お
、
北
海
道
の
「
峰
」
の
顕
著
な
現
れ
に
比
べ
る
と
、

東
京
（
関
東
）
の
そ
れ
は
あ
ま
り
目
立
た
な
い
。
た
だ
し
、

グ
ラ
フ
が
示
す
よ
う
に
一
致
度
の
数
値
に
は
そ
れ
ほ
ど
差

が
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
北
海
道
の
「
峰
」
を
目
立
た
せ

て
い
る
「
坂
」
の
原
則
か
ら
の
大
き
な
外
れ
方
は
、
北
に

偏
り
、
か
つ
面
積
が
広
い
と
い
う
空
間
的
特
徴
に
起
因
す

る
。
同
じ
2
5
0
0
メ
ー
ト
ル
の
山
で
も
、
2
0
0
0

メ
ー
ト
ル
級
の
山
脈
の
中
に
あ
る
か
、
海
の
中
か
ら
直
接

そ
び
え
る
か
、
さ
ら
に
は
山
容
に
よ
り
、
見
栄
え
は
大
き

く
異
な
る
こ
と
を
思
え
ば
、
理
解
し
や
す
い
だ
ろ
う
。

■
坂
・
崖
・
峰
と
人
の
つ
な
が
り

方
言
と
い
う
地
理
空
間
上
の
こ
と
ば
の
違
い
に
お
い
て
、

近
く
ほ
ど
似
て
い
て
、
遠
く
ほ
ど
異
な
る
と
い
う
「
坂
」

の
原
則
が
確
認
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
近
く
ほ
ど
密
で
、
遠

く
ほ
ど
疎
と
い
う
日
々
の
交
わ
り
の
永
年
に
わ
た
る
積
み

重
ね
を
背
負
っ
た
方
言
の
自
然
な
状
態
を
表
し
て
い
る
と

み
ら
れ
る
。

日
常
的
つ
な
が
り
の
中
核
を
な
す
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
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は
、
そ
こ
で
使
わ
れ
る
こ
と
ば
（
方
言
）
に
焦
点
を
当
て

る
と
、
地
理
空
間
上
の
方
言
圏
と
し
て
捉
え
直
す
こ
と
が

で
き
る
。
方
言
が
有
す
る
伝
達
道
具
と
い
う
言
語
の
本
質

は
、
文
法
の
共
通
性
を
基
盤
に
、
方
言
圏
を
「
崖
」
と
し

て
浮
か
び
上
が
ら
せ
る
。

「
坂
」
や
「
崖
」
に
映
し
出
さ
れ
た
よ
う
な
静
穏
な
状
態

が
永
遠
に
続
く
と
は
限
ら
な
い
。
移
住
の
よ
う
な
新
た
な

交
わ
り
が
外
か
ら
も
た
ら
さ
れ
る
と
、
自
然
状
態
で
あ
る

「
坂
」
の
原
則
が
く
ず
れ
、
そ
こ
で
起
こ
っ
た
細さ

ざ

波な
み

（
あ

る
い
は
、
荒
波
か
も
し
れ
な
い
に
せ
よ
）
は
、
新
し
く
「
峰
」

と
し
て
現
れ
る
こ
と
に
な
る
。

こ
こ
に
示
し
た
グ
ラ
フ
は
、
い
ず
れ
も
、
50
年
前
の
『
日

本
言
語
地
図
』、
30
年
前
の
『
方
言
文
法
全
国
地
図
』
に

基
づ
く
。
現
在
の
状
態
は
『
新
日
本
言
語
地
図
』（
2
0
1
0

〜
15
年
調
査
）
で
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
こ
で
は
省
略
す

る
が
、『
新
日
本
言
語
地
図
』
を
分
析
す
る
と
、「
坂
」
が

健
在
で
あ
る
一
方
で
、
東
京
（
関
東
）
の
「
峰
」
は
見
え
づ

ら
く
な
っ
て
い
る
（
北
海
道
の
「
峰
」
は
今
も
明
瞭
で
あ
る
）。

か
つ
て
、
新
た
な
交
流
が
生
み
出
し
た
江
戸
・
東
京
の

「
峰
」
は
、
約
4
0
0
年
に
わ
た
る
歳
月
を
経
て
、
日
々

の
交
流
を
日
常
風
景
と
す
る
ご
く
あ
り
き
た
り
な
状
態
の

「
坂
」
の
中
に
埋
没
し
よ
う
と
し
て
い
る
。

● やはり右下がりの線で示した「坂」が現れる。

● 距離と一致度の関係を見ると、語彙を扱った『日本言語地図』
（LAJ）のデータでは実線で示した「坂」が現れるが、文法を扱っ
た『方言文法全国地図』（GAJ）のデータでは点線で示した「崖」
のような落ち込みが現れる。
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■図3：山形県（東北）からの距離とことばの一致度

■図4：語彙の「坂」と文法の「崖」（和歌山県からの距離とことばの一致度）
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