
　
以
前
は
福
岡
弁
と
博
多
弁
と
、
福
岡

市
に
も
異
な
る
二
つ
の
方
言
が
あ
り
ま

し
た
。「
き
ん
し
ゃ
い
」言
葉
が
博
多
弁

で
、こ
れ
は
今
で
も
使
わ
れ
て
い
ま
す
。

福
岡
弁
は「
が
っ
し
ゃ
い
」言
葉
で
す

が
、
現
在
で
は
ほ
と
ん
ど
聞
く
機
会
が

あ
り
ま
せ
ん
。私
は
檀
一
雄
の
小
説『
リ

ツ
子・
そ
の
愛
』を
読
ん
で
い
て「
が
っ

し
ゃ
い
」言
葉
に
出
会
い
、
大
い
に
驚

い
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

　
昭
和
20
年（
１
９
４
５
年
）６
月
19

日
、福
岡
市
は
Ｂ
29
の
大
編
隊
に
よ
る

爆
撃
に
見
舞
わ
れ
ま
し
た
。
福
岡
大

空
襲
で
す
。
西
公
園
の
西
側・
伊
崎
浦

に
病
身
の
妻
リ
ツ
子
を
残
し
、檀
一
雄

は
東
京
に
い
ま
し
た
。
そ
の
留
守
宅

に
も
爆
弾
が
落
ち
た
の
で
す
が
不
発

弾
で
し
た
。

　
檀
は
翌
日
、友
人
の
島
尾
大
信
を
訪

ね
て
初
め
て
福
岡
大
空
襲
を
知
り
ま

す
。
も
ち
ろ
ん
家
族
の
安
否
は
わ
か

ら
ず
た
だ
や
き
も
き
す
る
し
か
あ
り

ま
せ
ん
。

　
島
尾
と
檀
は
３
月
の
東
京
大
空
襲

で
焼
け
野
が
原
に
な
っ
た
東
京
で

ビ
ー
ル
を
飲
ん
で
い
ま
し
た
。
島
尾

が
檀
の
コ
ッ
プ
に
な
み
な
み
と
ビ
ー

ル
を
注
ぎ
な
が
ら
言
う
の
で
す
。

　「
ま
あ
、飲
み
が
っ
し
ゃ
い
。」

　
そ
こ
に
画
家
風
の
男
が
か
け
こ
ん

で
き
て
、「
島
尾
さ
ん
。
昨
夜
、博
多
が

燃
え
と
り
ま
す
」と
、
福
岡
大
空
襲
の

一
報
を
も
た
ら
し
た
の
で
し
た
。

　
江
戸
時
代
、中
洲（
那
珂
川
）を
は
さ

ん
で
東
側
が
博
多
、西
側
が
福
岡
と
区

別
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
現
在
で
は
博
多

は
博
多
区
の
一
部
と
な
り
、
天

て
ん
じ
ん
の
ち
ょ
う

神
町・

大
名
町
な
ど
を
含
む
福
岡
は
中
央
区

の
一
部
と
な
っ
て
い
ま
す
。
博
多
は
基

本
的
に
町
人
の
町
で
、武
士
身
分
の
者

は
城
下
町
福
岡
に
住
ん
で
い
ま
し
た
。

た
だ
し
、城
下
町
に
は
町
人
も
住
ん
で

い
た
の
で
、正
確
に
は
博
多
は
町
人
の

町
、福
岡
は
武
士
と
町
人
の
町
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。
博
多
で
使
わ
れ

て
い
た
の
が「
き
ん
し
ゃ
い
」言
葉
、福

岡
で
使
わ
れ
て
い
た
の
が「
が
っ
し
ゃ

い
」言
葉
で
し
た
。「
が
っ
し
ゃ
い
」言

葉
を
使
っ
て
い
た
の
は
福
岡
の
一
部

の
人
と
も
言
わ
れ
ま
す
が
、今
と
な
っ

て
は
よ
く
わ
か
り
ま
せ
ん
。

　
明
治
22
年（
１
８
８
９
年
）市
制・
町

村
制
が
施
行
さ
れ
、福
岡
県
で
は
福
岡

市
と
久
留
米
市
と
二
つ
の
市
が
誕
生

し
ま
し
た
。
福
岡
市
は
福
岡
と
博
多

が
合
併
し
た
の
で
、市
の
名
前
は
福
岡

市
で
も
博
多
市
で
も
、あ
る
い
は
福
博

市
で
も
よ
か
っ
た
の
で
す
が
、次
に
述

べ
る
事
情
か
ら
福
岡
市
と
な
り
ま
し

た
。
し
か
し
そ
の
後
も
、博
多
市
に
改

名
す
べ
き
だ
と
い
う
提
案
が
、市
会
に

出
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
も
ち
ろ
ん
実
現
し
ま
せ
ん

で
し
た
。

　
博
多
と
福
岡
と
は
、中
洲
の
東
西
に

か
か
る
二
本
の
橋
、博
多
側
の
東
中
島

橋
と
福
岡
側
の
西
中
島
橋
と
で
結
ば

れ
て
い
る
だ
け
で
、
い
わ
ば
ひ
ょ
う

た
ん
の
よ
う
に
中
央
が
く
び
れ
た
形
。

人
の
行
き
来
も
あ
ま
り
な
く
、一
体
感

に
乏
し
か
っ
た
の
で
す
。
し
か
も
古

代
よ
り
経
済
的
に
繁
栄
し
て
い
た
の

は
博
多
で
、そ
の
名
は
日
本
中
に
知
ら

れ
て
い
ま
し
た
。
市
制
施
行
前
に
新

市
長
を
予
測
す
る「
福
陵
新
報
」の
記

事
は「
私
選
博
多
市
長
」と
題
し
て
い

る
の
で
、一
般
に
は
博
多
市
の
誕
生
が

暗
黙
の
前
提
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
ま

せ
ん
。
実
際
に
は
明
治
に
な
っ
て
福

岡
と
博
多
は
そ
れ
ぞ
れ
第
一
区・
第
二

区
と
な
り（
明
治
４
年
の
戸
籍
区
）、こ

れ
が
合
併
し
て「
福
岡
区
」と
な
っ
て

い
た
の
で（
細
か
い
変
遷
は
後
で
述
べ

ま
す
）、
新
し
い
市
は「
福
岡
区
」が
市

制
施
行
す
る
形
で
、行
政
上
の
手
続
き

か
ら
は
自
動
的
に
福
岡
市
と
な
っ
た

よ
う
で
す
。
博
多
市
を
実
現
す
る
た

め
に
は
福
岡
区
が
博
多
区
に
改
称
し
、

博
多
区
が
市
制
施
行
す
る
と
い
う
二

段
階
の
手
続
き
が
必
要
だ
っ
た
と
も

い
わ
れ
ま
す
。

　
福
岡
が
第
一
区
、
博
多
が
第
二
区

と
な
っ
た
時
、
福
岡
藩
領
全
体
で
は

三
十
二
の
区
が
置
か
れ
ま
し
た
。
こ

れ
は
大
庄
屋
の
支
配
区
域「
触ふ

れ

」が
戸

籍
区
に
転
用
さ
れ
た
よ
う
で
す
。
江

戸
時
代
、村
に
は
必
ず
庄
屋
が
一
人
い

て
村
を
代
表
し
、二
〇
～
三
〇
程
度
の

村
を
統
轄
し
た
の
が
大
庄
屋
で
し
た
。

大
庄
屋
の
支
配
区
域
を
触
と
い
い
、た

と
え
ば
旅
石
村
に
大
庄
屋
が
い
る
と

き
は
旅
石
触
の
よ
う
に
呼
び
ま
し
た
。

大
庄
屋
が
交
代
す
る
と
、触
の
名
前
も

変
化
す
る
の
で
固
定
さ
れ
た
も
の
で

は
あ
り
ま
せ
ん
。

　
明
治
５
年
に
は
戸
籍
区
か
ら
大
区

小
区
制
へ
と
変
化
し
ま
し
た
。
郡
を

大
区
と
呼
び
替
え
、そ
の
下
に
数
か
村

を
く
く
っ
て
小
区
と
し
ま
し
た
。
戸

籍
区
は
行
政
組
織
で
は
な
か
っ
た
の

で
す
が
、大
区
小
区
制
は
行
政
組
織
で

す
。
こ
れ
に
よ
っ
て
旧
来
の
郡
や
村
、

185

ま
ち
の
史
跡
め
ぐ
り

町
文
化
財
専
門
委
員

石
瀧  

豊
美

大
正
13
年
刊
行
の『
糟
屋
郡
志
』を
読
む（
３
）

�

―
大
区
小
区
制
と
糟
屋
郡
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大
庄
屋
や
庄
屋
の
存
在
は
否
定
さ
れ

て
い
き
ま
す
。

　
第
一
区（
福
岡
）・
第
二
区（
博
多
）は

第
一
大
区
、
第
二
大
区
と
な
り
、
糟
屋

郡
は
第
三
大
区
と
な
り
ま
し
た
。
明

治
９
年
に
は
第
一
大
区
と
第
二
大
区

を
合
併
し
て
新
た
に
第
一
大
区（
区
域

は
福
岡
と
博
多
）と
し
た
の
で
、
糟
屋

郡
は
第
二
大
区
へ
と
呼
称
が
変
わ
り

ま
し
た
。
大
区
制
は
生
活
上
の
な
じ

み
が
な
か
っ
た
上
に
、番
号
も
変
化
す

る
の
で
、制
度
と
し
て
定
着
す
る
こ
と

は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　『
糟
屋
郡
志
』に
は
次
の
よ
う
に
書

か
れ
て
い
ま
す
。

王
政
復
古
と
郡
奉
行
の
廃
止
　
旧

藩
中
は
両
糟
屋
、宗
像
三
郡
を
以
て

一
行
政
区
と
し
藩
士
の
中
よ
り
一

名
の
郡
奉
行
を
置
か
れ
あ
り
し
も
、

明
治
元
年
閏う

る
う

四
月
王
政
復
古
に
よ

り
政
体
職
制
を
改
定
せ
ら
れ
、諸
侯

の
領
地
は
之
を
藩
と
改
称
さ
れ
、郡

役
所
の
名
も
郡
局
と
改
め
、郡
奉
行

を
廃
し
、藩
の
大
属
又
は
少
属
を
以

て
其
の
局
に
当
ら
し
め
ら
る
。

　
筑
前
国
に
は
一
五
の
郡
が
あ
り
ま

し
た
が
、
糟
屋
郡
だ
け
は
表
糟
屋
郡・

裏
糟
屋
郡
に
分
け
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

そ
れ
で
両
方
を
合
わ
せ
て
両
糟
屋
と

表
現
し
ま
し
た
。
一
人
の
郡
奉
行
が

両
糟
屋
と
宗
像
を
管
轄
し
て
い
た
の

で
、両
糟
屋
宗
像
郡
役
所
と
呼
ば
れ
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　
従
来
郡
奉
行
に
次
い
で
郡
の
支

配
を
な
せ
し
は
大
庄
屋
に
し
て
、本

郡
に
は
表
糟
屋
に
二
名
、裏
糟
屋
に

一
名
置
か
れ
あ
り
し
が
、明
治
維
新

に
依
り
之
を
触ふ

れ

口く
ち

と
改
称
す
。
た

と
え
ば
酒
殿
触
、
江
辻
触
、
唐

と
う
の
は
る原

触

と
い
う
が
如
く
、
大
庄
屋
の
有
る

所
、す
な
わ
ち
触
口
な
り
。
藩
や
郡

の
政
令
は
ひ
と
ま
ず
之
を
触
口
に

伝
え
、し
か
し
て
村
々
の
庄
屋
に
達

す
る
順
序
な
り
し
か
ば
、そ
の
権
力

す
こ
ぶ
る
重
大
な
り
し
と
い
う
。

　
現
在
の
須
恵
町
の
前
身
は
明
治
22

年
、
市
制・
町
村
制
施
行
時
に
誕
生
し

た
須
恵
村
で
す
。
こ
の
時
、旧
来
の
村

名
は
大
字
と
な
り
ま
す
。
須
恵
町
の

区
域
に
は
江
戸
時
代
に
七
ヶ
村
が
あ

り
ま
し
た
が
、大
字
は
六
つ
で
す
。
そ

の
理
由
も『
糟
屋
郡
志
』に
書
か
れ
て

い
ま
す
。

　
明
治
九
年
十
二
月
小
区
編
制
替

え
の
時
、本
合
村
を
廃
し
て
植
木
村

に
合
併
し（
略
）

　
つ
ま
り
、江
戸
時
代
に
あ
っ
た
七
ヶ

村
、
佐
谷
村・
新
原
村・
上
須
恵
村・
須

恵
村・
旅
石
村・
植
木
村・
本
合
村
の

内
、本
合
村
は
明
治
９
年
に
植
木
村
に

合
併
し
た
の
で
、明
治
22
年
の
時
点
で

は
六
ヶ
村
に
減
っ
て
い
た
と
書
か
れ

て
い
る
の
で
す
。
大
字
植
木
の
内
、旧

植
木
村
が
甲
植
木
、旧
本
合
村
が
乙
植

木
と
し
て
区
別
さ
れ
る
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　
大
区
小
区
制
に
つ
い
て
も
次
の
よ

う
に
書
か
れ
て
い
ま
す
。

大
区
小
区
の
設
置
　
大
庄
屋
、庄
屋

の
制
を
廃
せ
ら
れ
て
翌
明
治
六
年

四
月
、
県
に
大
小
区
の
制
を
敷
か

れ
、本
郡
は
そ
の
第
三
区
と
な
り
し

が
、明
治
九
年
十
月
第
二
大
区
と
な

り
て
、十
一
年
七
月
に
至
る
。
そ
の

間
、郡
内
の
行
政
小
区
は
左
の
如
く

数
字
の
変
更
行
わ
れ
た
り
。

（
１
）明
治
６
年
４
月
、第
一
次
の
編
制

　
　
糟
屋
郡
に
二
十
三
の
小
区
が
置

か
れ
ま
す
。
一
ノ
小
区
が
箱
崎
村・

箱
崎
浦
で
す
。
箱
崎
は
農
村
で
あ
る

村
と
、漁
村
で
あ
る
浦
に
分
か
れ
て

い
た
の
が
、合
併
し
て
一
ノ
小
区
と

な
り
ま
し
た
。
本
町
の
関
係
で
は
、

四
ノ
小
区
　
障
子
岳・
宇
美・
四
王

寺・炭
焼・新
原

五
ノ
小
区
　
佐
谷・
上
須
恵・
須
恵・

旅
石・植
木

六
ノ
小
区
　
本
合・酒
殿・上
仲
原

　
と
な
っ
て
い
て
、植
木
村
と
本
合
村

は
別
の
小
区
に
属
し
て
い
ま
す
。

（
２
）明
治
７
年
８
月
、第
二
次
の
編
制

　
小
区
の
数
は
三
十
に
増
え
て
い

ま
す
。
第
一
小
区
は
箱
崎
村
で
す
。

本
町
関
係
は
、

第
三
小
区
　
志
免・吉
原・旅
石

第
五
小
区
　
宇
美・障
子
岳・新
原

第
六
小
区
　
佐
谷・上
須
恵・須
恵

第
七
小
区
　
植
木・本
合・酒
殿

　
こ
の
時
、植
木
村
と
本
合
村
が
同
じ

小
区
に
属
し
ま
す
。

（
３
）明
治
９
年
２
月
、第
三
次
の
編
制

　
　
小
区
数
が
十
二
に
減
り
、小
区
に

属
す
る
村
の
数
が
増
え
ま
す
。
小
区

の
そ
れ
ぞ
れ
に
扱

あ
つ
か
い
し
ょ
所
と
い
う
役
所

が
置
か
れ
ま
す
。
大
区
に
は
郡
役
所

に
相
当
す
る
調ち

ょ
う
し
ょ所が
置
か
れ
ま
す
。

第
三
小
区
　
宇
美・
井
野・
炭
焼・
四

王
寺・
障
子
岳・
佐
谷・
上
須
恵・
須

恵・新
原・旅
石

第
四
小
区
　
植
木・
本
合・
酒
殿・
上

仲
原・仲
原・原
町・内
橋

（
４
）明
治
９
年
12
月
、第
四
次
の
編
制

　
　
全
体
で
は
六
小
区
。
現
在
の
須

恵
町
は
す
べ
て
含
ま
れ
、他
に
宇
美

町・
志
免
町・
粕
屋
町
に
ま
た
が
っ

て
い
ま
す
。

第
三
小
区
　
須
恵・
上
須
恵・
佐
谷・

新
原・
旅
石・
植
木・
本
合・
酒
殿・
志

免・
田
富・
吉
原・
井
野・
宇
美・
炭

焼・四
王
寺・障
子
岳

（
５
）混
乱
を
極
め
た
大
区
小
区
制
は

廃
止
さ
れ
、郡
を
復
活
し
て
戸
長
役

場
の
制
度
に
変
わ
り
ま
す
。

大
小
区
の
廃
止
と
民
選
戸
長
の
試
み

　
明
治
十
一
年
七
月
、郡
区
町
村
編

成
法
の
発
布
に
よ
り
、大
区
小
区
の

制
を
廃
し
、第
二
大
区
調
所
は
糟
屋

郡
役
所
と
な
り
、は
じ
め
て
郡
長
を

置
か
れ
、
又
町
村
を
三
十
分
画
と

し
、一
分
画
ご
と
に
戸
長
役
場
を
設

置
し
人
民
の
投
票
に
よ
り
選
挙
せ

ら
れ
た
る
者
を
戸
長
に
任
命
さ
る

る
こ
と
と
な
れ
り
。
当
時
民
権
論

の
勃
興
に
伴
い
、政
府
に
お
い
て
も

民
意
を
重
ん
ず
る
の
趣
旨
に
も
と

づ
き
、か
く
の
ご
と
く
民
選
戸
長
の

制（
後
又
、官
選
と
な
る
）を
試
み
ら

れ
し
も
の
と
知
ら
る
。

　
下
記
の
分
画
は
資
料
が
不
正
確
で

誤
り
を
含
む
か
も
し
れ
な
い
と
し
て

い
ま
す
。
分
画
は
二
十
九
で
す
。

佐
谷・新
原・上
須
恵・須
恵

　
四
ヶ
村
戸
長
所
轄
役
場

植
木・旅
石・酒
殿

　
三
ヶ
村
戸
長
所
轄
役
場

（
６
）明
治
17
年
７
月
の
最
後
の
変
更

で
十
五
分
画
に
整
理
さ
れ
ま
す
。
明

治
22
年
の
村
制
施
行
の
原
形
が
こ

こ
に
で
き
あ
が
り
ま
す
。
役
所
名

は「
上
須
恵
村
ほ
か
五
ヶ
村
戸
長
役

場
」の
よ
う
に
表
現
さ
れ
ま
す
。
本

合
村
は
植
木
村
の
内
に
含
ま
れ
て

い
ま
す
。

上
須
恵
村
外
五
ヶ
村
戸
長
所
轄

　  

上
須
恵・
佐
谷・
須
恵・
旅
石・
新

原・植
木
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