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『方言を伝える　3.11東日本大震災被災地における取り組み』

大
野
眞
男
・
小
林
隆
編
『
方
言
を
伝
え
る

　
3
．11
東
日
本
大
震
災
被
災
地
に
お
け
る
取
り
組
み
』

三
樹
陽
介

　

本
書
は
、東
日
本
大
震
災
の
発
生
か
ら
4
年
が
経
過
し
た
二
〇
一
四（
平

成
二
十
六
）
年
五
月
十
七
日
、
日
本
語
学
会
春
季
大
会
（
於
早
稲
田
大
学
）

が
開
催
さ
れ
た
際
に
併
催
さ
れ
た
「
被
災
地
の
方
言
を
伝
え
る
た
め
に
―

文
化
庁
委
託
事
業
活
動
報
告
会
―
」
に
お
け
る
、
青
森
・
岩
手
・
宮
城
・

福
島
・
茨
城
県
域
の
活
動
成
果
を
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。
文
化
庁
や
復

興
庁
の
支
援（

（
（

を
受
け
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災
地
域
の
方
言
や
言
語
生
活

の
保
存
・
継
承
の
取
り
組
み
や
、
方
言
の
力
を
活
用
し
た
復
興
の
取
り
組

み
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
被
災
地
域
の
方
言
の
再
興
及
び
地
域
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
再
生
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
行
な
わ
れ
て
き
た

一
連
の
事
業
の
成
果（

（
（

で
あ
る
。

　

書
名
の
「
方
言
を
伝
え
る
」
と
い
う
こ
と
ば
に
は
、「
記
録
」
と
「
継
承
」

と
い
う
二
つ
の
意
味
が
含
ま
れ
て
い
る
。「
記
録
」
は
「
方
言
を
書
き
写

し
た
り
録
音
し
た
り
し
て
後
世
に
伝
え
る
こ
と
」、「
継
承
」
は
「
次
の
世

代
が
方
言
を
話
せ
る
よ
う
に
伝
え
る
こ
と
」（
第
4
章
）
で
あ
る
。
本
書

で
は
、
方
言
を
次
世
代
に
伝
え
る
た
め
の
記
録
や
学
習
材
の
作
成
、
方
言

を
使
用
で
き
る
場
の
設
定
な
ど
、
研
究
者
が
考
え
る
べ
き
こ
と
、
行
う
べ

〔
紹
介
〕
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き
こ
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
多
様
な
視
点
か
ら
具
体
的
に
論

じ
ら
れ
て
い
る
。

　

全
国
で
方
言
の
衰
退
が
進
ん
で
い
る
こ
と
は
い
ま
さ
ら
言
う
ま
で
も
な

い
こ
と
だ
が
、
現
在
、
世
界
の
少
数
言
語
の
多
く
が
消
滅
の
危
機
に
瀕
し

て
お
り
、
エ
ヴ
ァ
ン
ス
（『
危
機
言
語　

言
語
の
消
滅
で
わ
れ
わ
れ
は
何

を
失
う
か
』
京
都
大
学
学
術
出
版
協
会
、
二
〇
一
三
年
）
に
よ
れ
ば
、
（

週
間
に
（
つ
の
言
語
が
地
球
上
か
ら
姿
を
消
し
て
い
っ
て
い
る
。
世
界
に

六
〇
〇
〇
あ
る
と
言
わ
れ
る
言
語
は
、
今
後
一
〇
〇
年
で
半
数
に
ま
で
減

る
と
予
測
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
状
況
は
日
本
も
例
外
で
は
な
く
、

二
〇
〇
九
年
に
は
ユ
ネ
ス
コ
に
よ
っ
て
ア
イ
ヌ
語
、
琉
球
の
6
つ
の
言

語（
（
（

、
そ
れ
に
八
丈
語
と
い
う
、
8
つ
の
言
語
・
方
言
が
消
滅
の
危
機
に
瀕

し
て
い
る
と
し
て
レ
ッ
ド
リ
ス
ト
に
登
録
さ
れ
た（

4
（

。
実
際
は
ユ
ネ
ス
コ
の

消
滅
危
機
言
語
以
外
に
も
、こ
う
し
た
状
況
に
あ
る
方
言
は
少
な
く
な
く
、

ユ
ネ
ス
コ
の
規
準
に
照
ら
し
合
わ
せ
る
と
、
多
く
の
方
言
が
消
滅
の
危
機

に
瀕
し
て
い
る
と
い
え
る
（
こ
の
こ
と
は
本
書
第
（
章
に
詳
し
い
）。

　

ユ
ネ
ス
コ
の
警
鐘
か
ら
（
年
後
、
東
日
本
大
震
災
が
起
こ
っ
た
。
被
災

地
の
方
言
は
共
通
語
化
の
中
で
起
こ
っ
て
い
た
衰
退
に
加
え
、
外
的
要
因

に
よ
っ
て
大
き
な
ダ
メ
ー
ジ
を
受
け
た
。
方
言
を
維
持
す
る
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
そ
の
も
の
が
、
あ
る
日
突
如
、
壊
滅
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ

の
よ
う
な
危
機
に
直
面
し
て
、
我
々
方
言
研
究
者
に
は
一
体
何
が
で
き
る

の
か
、
我
々
が
研
究
し
て
き
た
こ
と
は
方
言
や
地
域
の
再
興
に
ど
う
役
立

て
ら
れ
る
の
か
、
と
い
う
問
い
を
突
き
付
け
ら
れ
た
。
本
書
は
そ
れ
に
対

す
る
答
え
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
事
業
に
関
わ
っ
た
研
究
者
た
ち
の
多

く
は
被
災
し
た
県
域
に
暮
ら
す
生
活
者
で
も
あ
り
（
直
接
被
災
し
た
方
も

含
ま
れ
る
）、
ま
え
が
き
に
は
、「
い
わ
ば
隣
人
と
し
て
被
災
地
に
寄
り
添

い
、祈
る
よ
う
な
気
持
ち
を
も
っ
て
こ
れ
ら
の
事
業
に
取
り
組
ん
で
き
た
」

と
あ
る
。
本
書
は
、
震
災
を
通
し
て
改
め
て
衰
退
し
て
い
く
方
言
と
正
面

か
ら
向
き
合
い
、
答
え
を
出
そ
う
と
模
索
し
、
実
践
し
続
け
た
研
究
者
た

ち
の
格
闘
の
記
録
で
も
あ
る
。

　

以
下
に
目
次
と
各
章
の
執
筆
者
名
を
掲
出
し
、
本
書
の
内
容
を
概
観
す

る
。

　

は
じ
め
に
／
／
第
（
部　

方
言
を
伝
え
る
た
め
に　

第
（
章　

方
言
の

継
承
に
お
け
る
研
究
者
の
役
割　

大
野
眞
男
／
第
（
章　

地
域
の
人
々
の

方
言
に
寄
せ
る
思
い　

半
沢
康
・
小
林
初
夫
／
／
第
（
部　

伝
え
る
た
め

に
会
話
を
記
録
す
る　

第
（
章　

方
言
談
話
が
伝
え
る
震
災
と
民
俗
―
茨

城
と
福
島
の
談
話
を
中
心
に
―　

杉
本
妙
子
／
第
4
章　

言
語
生
活
の
記

録
―
生
活
を
伝
え
る
方
言
会
話
集
―　

小
林
隆
・
内
間
早
俊
・
坂
喜
美
佳
・

佐
藤
亜
実
／
／
第
（
部　

伝
え
る
た
め
に
学
習
材
を
作
る　

第
5
章　

方

言
を
掘
り
起
こ
す
―
「
岩
手
県
郷
土
教
育
資
料
」
と
そ
の
学
習
材
化
の
可

能
性
―　

小
島
聡
子
・
竹
田
晃
子
／
第
6
章　

方
言
教
科
書
―
茨
城
方
言
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テ
キ
ス
ト
の
作
成
―　

杉
本
妙
子
／
／
第
4
部　

伝
え
る
た
め
に
方
言
に

触
れ
る
場
を
作
る　

第
7
章　

語
り
の
会　

発
信
！　

方
言
の
魅
力
―
南

部
弁
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
・
方
言
で
語
る
昔
コ
・
津
波
体
験
紙
芝
居
―
今
村
か

ほ
る
／
第
8
章　

地
域
の
言
葉
で
昔
話
を
語
り
継
ぐ
活
動　

大
野
眞
男
・

竹
田
晃
子
／
第
9
章　

方
言
教
室
―
方
言
ア
フ
レ
コ
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
―　

神
田
雅
章
・
武
田
拓
・
鈴
木
仁
也
／
／
あ
と
が
き
／
執
筆
者
紹
介

　

本
書
は
内
容
が
多
岐
に
わ
た
る
た
め
、
紙
幅
の
都
合
で
細
か
く
取
り
あ

げ
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
か
い
つ
ま
ん
で
以
下
に
み
て
い
く
。

　

第
（
部
第
（
章
で
は
、
大
野
眞
男
は
ユ
ネ
ス
コ
の
消
滅
危
機
言
語
の
基

準
に
照
ら
し
合
わ
せ
た
評
価
を
行
な
っ
て
い
る
。
被
災
地
の
方
言
の
危
機

度
を
客
観
的
に
示
し
た
上
で
、
伝
え
る
こ
と
を
阻
害
す
る
要
因
と
し
て
、

標
準
語
化
教
育
の
中
で
東
北
地
方
は
方
言
に
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
意
識
を
持
っ

て
お
り
、
そ
れ
が
今
も
尾
を
引
い
て
い
る
こ
と
を
あ
げ
、
実
現
可
能
な
プ

ロ
グ
ラ
ム
を
作
成
す
る
こ
と
を
提
案
し
て
い
る
。
ま
た
方
言
を
次
世
代
に

伝
え
る
た
め
に
方
言
研
究
者
が
で
き
る
こ
と
と
し
て
次
の
（
点
を
示
し
て

い
る
。
①
方
言
を
記
録
す
る
。
②
方
言
を
伝
え
る
学
習
材
を
作
る
。
③
方

言
を
伝
え
る
た
め
の
場
を
設
定
す
る
。
こ
れ
は
続
く
（
～
4
部
の
概
要
を

総
括
し
た
も
の
で
あ
り
、
①
は
第
（
部
、
②
は
第
（
部
、
③
は
第
4
部
へ

と
引
き
継
が
れ
る
。

　

第
（
章
で
は
、
福
島
県
で
被
災
し
た
方
々
の
方
言
に
寄
せ
る
思
い
が
イ

ン
タ
ビ
ュ
ー
形
式
で
ま
と
め
ら
れ
て
い
る
。
方
言
が
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

や
、
そ
こ
に
在
住
す
る
人
々
の
精
神
的
な
支
え
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
読

み
と
れ
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
、
方
言
の
喪
失
は
こ
う
し
た
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ

の
不
安
定
化
に
つ
な
が
る
の
で
あ
る
。

　

第
（
部
で
は
、
方
言
談
話
資
料
の
作
成
に
つ
い
て
、
ど
の
よ
う
に
会
話

を
記
録
し
て
い
く
の
が
良
い
の
か
が
示
さ
れ
て
い
る
。
第
（
章
で
は
談
話

資
料
の
作
成
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
内
容
を
示
し
な
が
ら
論
じ
て
い
る
。

自
然
な
談
話
を
収
録
す
る
た
め
に
は
、
話
者
が
リ
ラ
ッ
ク
ス
し
て
普
段
方

言
で
話
す
時
の
よ
う
な
環
境
を
作
っ
て
収
録
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
し
、

さ
ら
に
そ
こ
に
文
法
的
特
徴
や
待
遇
表
現
な
ど
、
そ
の
方
言
ら
し
さ
が
現

れ
る
よ
う
に
す
る
の
は
難
し
い
。
そ
こ
で
、
第
4
章
で
は
、
方
言
が
用
い

ら
れ
る
場
面
を
言
語
行
動
の
目
的
別
に
細
か
く
設
定
し
、
調
査
を
体
系
的

に
デ
ザ
イ
ン
し
て
い
る
。
臨
場
感
を
得
る
た
め
に
徒
競
走
の
様
子
を
調
査

ス
タ
ッ
フ
が
演
じ
て
み
せ
る
と
い
っ
た
工
夫
が
、
ユ
ー
モ
ラ
ス
な
写
真
と

と
も
に
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
、
提
示
さ
れ
て
い
る
す
べ
て
の
場

面
を
記
録
す
る
に
は
、
話
者
に
も
相
当
の
負
担
が
か
か
る
も
の
と
推
測
す

る
が
、
む
し
ろ
、
研
究
者
と
の
付
き
合
い
の
中
で
方
言
談
話
資
料
を
作
成

し
て
い
く
こ
と
が
話
者
に
愉
し
み
の
一
環
と
し
て
迎
え
ら
れ
る
よ
う
に
し

て
い
く
こ
と
が
肝
要
で
あ
り
、
方
言
研
究
者
の
能
力
が
発
揮
さ
れ
る
と
こ

ろ
で
も
あ
ろ
う
。
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第
（
部
で
は
、
方
言
を
伝
え
る
た
め
に
ど
の
よ
う
な
教
材
が
必
要
か
、

議
論
さ
れ
て
い
る
。
第
5
章
で
は
、
過
去
に
郷
土
教
育
の
一
環
と
し
て
作

成
さ
れ
た
方
言
資
料
を
掘
り
起
こ
し
、
そ
の
分
析
か
ら
教
材
へ
の
活
用
の

可
能
性
を
探
っ
て
い
る
。
第
6
章
で
は
、
学
習
指
導
要
領
や
教
材
を
検
討

し
、
茨
城
方
言
を
題
材
に
、
テ
キ
ス
ト
試
作
版
作
成
の
過
程
を
示
し
て
い

る
。

　

第
4
部
で
は
、
実
際
に
方
言
に
触
れ
る
機
会
を
作
る
取
り
組
み
が
ま
と

め
ら
れ
て
い
る
。
第
7
章
で
は
、
青
森
県
の
津
軽
・
南
部
方
言
の
特
徴
を

生
か
し
た
タ
レ
ン
ト
を
活
用
し
た
ト
ー
ク
シ
ョ
ー
や
、
方
言
に
よ
る
語
り

の
会
な
ど
を
開
催
し
た
様
子
を
報
告
し
て
い
る
。
第
8
章
で
は
、
方
言
に

よ
る
昔
話
の
採
録
を
行
な
い
、
音
声
や
映
像
な
ど
を
用
い
た
、
副
言
語
要

素
も
含
め
た
記
述
の
必
要
性
が
論
じ
ら
れ
て
い
る（

5
（

。
第
9
章
で
は
、
産
・

学
・
官
が
共
同
し
て
行
な
っ
た
、「
方
言
ア
フ
レ
コ
体
験
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
」

の
様
子
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。
産
が
加
わ
る
こ
と
の
意
義
や
、
映
像
作
成

か
ら
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
実
施
に
至
る
ま
で
の
詳
細
な
過
程
が
報
告
さ
れ
て

い
る
。
こ
う
し
た
取
り
組
み
が
方
言
に
対
す
る
ネ
ガ
テ
ィ
ヴ
な
イ
メ
ー
ジ

を
払
拭
し
、
方
言
へ
の
親
し
み
が
増
す
こ
と
に
つ
な
が
れ
ば
、
継
承
へ
の

貢
献
は
大
き
い
。

　

以
上
、
大
ま
か
に
見
て
き
た
。
本
書
の
取
り
組
み
は
あ
く
ま
で
も
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
で
の
取
り
組
み
と
し
て
論
じ
ら
れ
て
い
る
が
、
被
災

地
以
外
の
方
言
に
も
応
用
で
き
、
消
滅
危
機
言
語
の
保
存
と
も
通
じ
る
も

の
で
あ
る
。
今
後
は
、
自
然
談
話
テ
キ
ス
ト
だ
け
で
な
く
、
国
際
的
な
消

滅
危
機
言
語
の
枠
組
み
で
、
音
声
デ
ー
タ
や
動
画
も
一
緒
に
ド
キ
ュ
メ
ン

テ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
保
存
す
る
取
り
組
み
が
求
め
ら
れ
て
く
る
だ
ろ
う
。

合
わ
せ
て
、
辞
書
や
文
法
書
も
各
方
言
ご
と
に
作
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

ま
た
、そ
こ
か
ら
派
生
し
て
、方
言
継
承
活
動
の
た
め
の
教
材
づ
く
り
や
、

副
教
材
と
し
て
の
映
像
資
料
の
蓄
積
も
必
要
で
あ
り
、
そ
れ
ら
へ
の
ア
ク

セ
ス
を
簡
単
に
す
る
よ
う
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
で
公
開
す
る
と
い
っ
た

言
語
資
源
の
イ
ン
フ
ラ
整
備
を
進
め
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

　

あ
と
が
き
に
は
、
本
書
に
掲
載
さ
れ
た
成
果
に
つ
い
て
「
方
言
研
究
と

い
う
人
文
社
会
学
系
の
研
究
が
、
目
に
見
え
る
形
で
社
会
貢
献
し
た
貴
重

な
事
例
」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
う
し
た
研
究
は
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化

の
中
で
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
地
域
の
多
様
性
を
と
ど
め
、
多
様
な
文
化
を
維

持
す
る
こ
と
に
資
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
後
、
国
際
的
に
も
要
請
度
が
ま

す
ま
す
高
ま
っ
て
い
く
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

最
後
に
、
こ
の
よ
う
な
企
画
を
立
案
し
、「
方
言
を
伝
え
る
」
と
い
う

こ
と
に
研
究
者
と
し
て
の
立
場
か
ら
真
っ
向
か
ら
取
り
組
ん
だ
こ
と
に
、

深
い
敬
意
を
表
し
、
筆
を
擱
く
。

（
四
六
判
、
二
八
〇
頁
、
ひ
つ
じ
書
房
、
二
〇
一
五
年
五
月
発
行
、
定
価

一
七
〇
〇
円
＋
税
）
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注（
（
）�

平
成
二
十
四
年
度
「
東
日
本
大
震
災
に
お
い
て
危
機
的
な
状
況
が
危
惧
さ
れ
る
方

言
の
実
態
に
関
す
る
予
備
調
査
研
究
」、
平
成
二
十
五
年
度
「
東
日
本
大
震
災
に

お
い
て
危
機
的
な
状
況
が
危
惧
さ
れ
る
方
言
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
事
業
」、

平
成
二
十
六
年
度
「
方
言
活
性
化
支
援
事
業
」。
復
興
庁
の
「
東
日
本
大
震
災
か

ら
の
復
興
の
基
本
方
針
」（
平
成
二
十
三
年
七
月
二
十
九
日
）
に
は
、「『
地
域
の

た
か
ら
』
で
あ
る
文
化
財
や
歴
史
資
料
の
修
理
・
修
復
を
進
め
る
と
と
も
に
、
伝

統
行
事
や
方
言
の
再
興
等
を
支
援
す
る
」
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

（
（
）
事
業
の
全
体
像
及
び
詳
細
に
つ
い
て
は
、
文
化
庁
Ｈ
Ｐ
を
参
照
の
こ
と
。

　
　

�http://w
w
w
.bunka.go.jp/kokugo_nihongo/kokugo_sisaku/

kikigengo/

（
（
）
奄
美
語
、
国
頭
語
、
沖
縄
語
、
宮
古
語
、
八
重
山
語
、
与
那
国
語

（
4
）�

日
本
国
内
で
は
方
言
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
が
、
ユ
ネ
ス
コ
は
方
言
と
い
う
枠
組

み
を
用
い
ず
、
言
語
と
し
て
登
録
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
こ
れ
に
従
っ
た
。

（
5
）�

田
窪
行
則
（「
危
機
言
語
ド
キ
ュ
メ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
の
方
法
と
し
て
の
電
子
博
物

館
作
成
の
試
み　

宮
古
島
西
原
地
区
を
中
心
と
し
て
」『
琉
球
列
島
の
言
語
と
文

化　

そ
の
記
録
と
継
承
』
く
ろ
し
お
出
版
、
二
〇
一
三
年
）
は
「
言
語
を
真
に
記

録
す
る
た
め
に
は
単
に
保
存
す
る
だ
け
で
は
十
分
で
は
な
く
、
メ
タ
デ
ー
タ
を
充

実
さ
せ
て
、
書
き
起
こ
し
を
行
な
い
、
単
語
の
訳
、
文
の
訳
を
つ
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
ま
た
内
容
の
真
の
理
解
に
は
、
社
会
学
や
文
化
人
類
学
的
な
解
説
も
必

要
と
な
る
だ
ろ
う
」
と
述
べ
て
お
り
、
ま
たH

im
m
elm
ann

（“D
ocum

entary�
and�D

escriptive�Linguistics”.�Linguistics�（6.�D
e�Gruyter.�（998

）
は
言

語
に
関
連
し
た
社
会
的
行
動
や
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
な
ど
も
含
め
て
記
録
に
残
し
て
お

く
こ
と
の
重
要
性
を
主
張
し
て
い
る
。


