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消
え
ゆ
く
言
語
・
方
言
を
守
る
に
は

　
　

木
部
暢
子

　
　
　

一
、
言
語
の
消
滅

　

近
年
、
日
本
語
は
多
様
化
し
て
い
る
と
い
う
が
、
そ
の
一
方
で
、
こ
れ

ま
で
存
在
し
て
い
た
多
様
性
が
失
わ
れ
、
言
語
の
画
一
化
が
急
速
に
進
み

つ
つ
あ
る
。
言
う
ま
で
も
な
く
、
伝
統
的
な
方
言
が
衰
退
し
て
標
準
語
化

が
進
ん
だ
こ
と
に
よ
る
画
一
化
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
伝
統
的
な
言
語
の

衰
退
は
、
日
本
に
限
ら
ず
、
い
ま
、
世
界
中
で
起
き
て
い
る
。

　

こ
の
と
き
よ
く
言
わ
れ
る
の
は
、「
言
語
は
昔
か
ら
変
化
し
な
が
ら
現

代
に
至
っ
て
い
る
。
言
語
の
変
化
は
自
然
の
流
れ
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
止

め
る
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
止
め
る
必
要
も
な
い
。」 

ま
た
、「
各
地
で
は

標
準
語
化
で
は
な
い
新
し
い
変
化
や
新
方
言
も
誕
生
し
て
お
り
、
こ
の
よ

う
な
変
化
が
次
の
多
様
性
を
生
み
出
す
の
だ
。」
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　

こ
れ
は
こ
れ
で
言
語
変
化
の
一
面
を
捉
え
て
い
る
。
た
だ
、
近
年
の
言

語
変
化
は
、
こ
れ
ま
で
私
た
ち
が
経
験
し
た
変
化
と
は
質
を
ま
っ
た
く
異

に
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
こ
れ
ま
で
の
変
化
が
地
域
の
伝
統
的
な
方
言

を
ベ
ー
ス
と
し
て
、
そ
れ
に
起
き
る
変
化
だ
っ
た
の
に
対
し
、
近
年
の
変

化
は
子
ど
も
た
ち
が
地
域
の
言
語
を
習
得
せ
ず
に
、
最
初
か
ら
標
準
語
を

習
得
す
る
と
い
う
変
化
、言
い
換
え
れ
ば
、「
言
語
の
置
き
換
え
」で
あ
る
。

そ
の
意
味
で
言
う
と
、
近
年
の
言
語
変
化
は
「
変
化
」
と
い
う
よ
り
も
「
消
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滅
」
で
あ
る
。U

N
ESCO

（
二
〇
〇
三
）
がchange

と
い
う
用
語
を
使

わ
ず
にextinction

と
い
う
用
語
を
使
っ
た
の
も
、
そ
の
よ
う
な
現
象
を

指
し
て
い
る
の
だ
と
思
う
。

　

こ
れ
に
つ
い
て
も
、「
古
来
、
言
語
の
消
滅
は
世
界
中
で
起
き
て
い
る
」

と
い
う
意
見
が
あ
る
だ
ろ
う
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、
次
の
よ
う
な
質
問
で

答
え
る
し
か
な
い
。
で
は
、
言
語
が
画
一
化
し
た
世
界
、
ど
こ
へ
行
っ
て

も
同
じ
言
語
し
か
聞
こ
え
て
こ
な
い
、
そ
の
よ
う
な
世
界
が
果
た
し
て
本

当
に
豊
か
だ
と
言
え
る
の
だ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
世
界
で
は
、

お
そ
ら
く
日
本
語
は
生
き
残
ら
な
い
。
そ
れ
で
も
古
来
、
言
語
の
消
滅
は

世
界
中
で
起
き
て
い
る
と
言
う
の
だ
ろ
う
か
。

　

そ
こ
ま
で
行
く
と
、
多
く
の
人
は
「
そ
れ
は
困
る
」
と
言
う
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　

言
語
や
方
言
が
多
様
で
あ
る
こ
と
が
な
ぜ
必
要
な
の
か
、
消
滅
し
そ
う

な
言
語
や
方
言
を
守
る
こ
と
の
意
義
は
何
な
の
か
、
ど
う
し
た
ら
守
る
こ

と
が
で
き
る
の
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。

　
　
　

二
、
言
語
の
多
様
性
が
必
要
な
わ
け

　

な
ぜ
、
言
語
の
多
様
性
が
必
要
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
よ
く
言
わ
れ
る
の

は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
で
あ
る
。

⑴　

言
語
は
地
域
の
環
境
や
文
化
・
社
会
の
中
で
、
長
い
年
月
を
か
け
て

作
ら
れ
て
き
た
。言
い
換
え
れ
ば
、言
語
は
地
域
文
化
の
入
り
口
で
あ
る
。

そ
れ
が
消
滅
す
れ
ば
、
昔
か
ら
の
地
域
文
化
の
あ
り
方
に
触
れ
る
手
が
か

り
を
無
く
し
て
し
ま
う
こ
と
に
な
る
。

⑵　

言
語
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
（
自
分
が
自
分
で
あ
る
こ
と
）
の
象
徴

で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
同
じ
言
語
で
話
す
こ
と
に
よ
っ
て
、
人
々
が
お
互

い
に
連
携
意
識
を
確
認
し
あ
う
と
い
う
こ
と
が
あ
る
。
ま
た
、
二
〇
一
一

年
の
東
日
本
大
震
災
の
と
き
に
、
避
難
所
で
の
生
活
を
余
儀
な
く
さ
れ
た

人
た
ち
が
出
身
地
域
の
集
会
で
方
言
を
使
う
こ
と
に
よ
っ
て
元
気
を
取
り

戻
す
と
い
う
こ
と
が
報
告
さ
れ
て
い
る
。

⑶　

言
語
に
は
、
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
ツ
ー
ル
と
し
て
の
役
割
と
知
識

や
思
考
、
感
情
・
感
性
の
基
盤
と
し
て
の
役
割
が
あ
る
。
人
は
、
言
語
に

よ
っ
て
世
界
を
認
識
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
思
考
を
行
い
、
感
情
や
感
性
を
働

か
せ
て
い
る
。
そ
の
仕
組
み
の
多
く
は
、
ま
だ
解
明
さ
れ
て
い
な
い
。
も

し
、
言
語
の
多
様
性
が
失
わ
れ
れ
ば
、
考
え
方
の
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
、
感

情
・
感
性
の
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
が
起
き
る
可
能
性
が
あ
り
、
言
語
の
仕
組

み
を
解
明
す
る
手
が
か
り
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
。ま
た
、

考
え
方
が
ワ
ン
パ
タ
ー
ン
化
し
た
世
界
が
人
類
の
幸
福
に
繋
が
る
と
は
思

え
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
意
見
に
は
、
お
そ
ら
く
多
く
の
人
が
賛
成
す
る
だ
ろ
う
。
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し
か
し
、
現
状
は
「
総
論
賛
成
、
各
論
反
対
」
で
あ
る
。「
反
対
」
と
ま

で
は
い
か
な
く
て
も
、「
消
滅
の
危
機
を
止
め
る
の
は
無
理
だ
」「
弱
小
言

語
が
な
く
な
っ
て
も
言
語
そ
の
も
の
が
な
く
な
る
わ
け
で
は
な
い
の
で
、

右
の
三
つ
の
言
語
の
機
能
は
保
持
さ
れ
る
」
と
い
う
消
極
的
反
対
者
が
大

多
数
で
あ
る
。

　
　
　

三
、
隗
よ
り
始
め
よ

　

じ
つ
は
、
言
語
の
研
究
者
の
多
く
も
消
極
的
反
対
者
で
あ
る
。
鹿
児
島

県
与
論
島
で
方
言
の
復
興
活
動
を
し
て
い
る
与
論
民
俗
村
の
菊
秀
史
さ
ん

は
、
活
動
が
成
功
す
る
た
め
に
は
、
ま
ず
、
ひ
と
り
で
も
多
く
方
言
が
話

せ
る
子
ど
も
（
活
動
の
成
功
例
）
を
育
て
る
こ
と
だ
と
い
う
（
木
部
・
麻

生
編
二
〇
一
八
）。
そ
の
た
め
に
は
、
研
究
者
が
ま
ず
、
調
査
す
る
だ
け

で
は
な
く
、
方
言
が
話
せ
る
よ
う
に
な
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。

　

琉
球
方
言
の
若
手
研
究
者
の
中
に
は
、
調
査
地
域
の
方
言
が
話
せ
る
人

が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、
こ
れ
ま
で
、
自
分
の
内
省
が
き
く
言
語
を
研

究
対
象
と
す
る
場
合
を
除
い
て
、
研
究
者
が
対
象
言
語
を
話
す
こ
と
は
あ

ま
り
な
か
っ
た
。
じ
つ
は
、
私
も
与
論
の
こ
と
ば
を
だ
い
ぶ
前
か
ら
調
査

し
て
い
る
が
、
与
論
語
を
話
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、
考
え
て
み

る
と
、研
究
者
が
ま
ず
危
機
言
語
の
活
性
化
の
実
践
者
に
な
ら
な
け
れ
ば
、

子
ど
も
た
ち
や
若
い
人
た
ち
に
地
域
の
言
語
を
使
う
よ
う
に
勧
め
て
も
、

説
得
力
が
な
い
の
で
あ
る
。
菊
さ
ん
の
発
言
に
は
耳
が
痛
か
っ
た
。

　

言
語
の
多
様
性
が
必
要
だ
と
考
え
る
人
は
、
ま
ず
は
自
分
が
そ
の
言
語

の
実
践
者
に
な
る
こ
と
、
そ
れ
に
よ
り
、
そ
の
言
語
の
使
用
者
を
増
や
し

て
い
く
こ
と
が
言
語
の
多
様
性
を
守
る
こ
と
に
繋
が
る
の
で
あ
る
。

　
　
　

四
、
思
考
や
感
情
の
基
盤
と
し
て
の
言
語

　

右
の
三
つ
の
役
割
の
う
ち
、
⑴
と
⑵
は
比
較
的
分
か
り
や
す
い
が
、
⑶

は
少
し
分
か
り
に
く
い
か
も
し
れ
な
い
。
そ
こ
で
、
こ
こ
で
は
⑶
思
考
や

感
情
の
基
盤
と
し
て
の
言
語
の
役
割
に
つ
い
て
見
て
み
る
こ
と
に
し
よ

う
。
取
り
上
げ
る
の
は
、
鹿
児
島
県
与
論
方
言
（
ユ
ネ
ス
コ
二
〇
〇
九
の

分
類
で
は
国く
に

頭が
み

語
）
の
エ
ビ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
で
あ
る
。

　

エ
ビ
デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
ー
と
は
、
話
し
手
が
聞
き
手
に
情
報
を
伝
達
す

る
と
き
に
、
そ
の
情
報
を
ど
の
よ
う
に
し
て
手
に
入
れ
た
か
、
と
い
っ
た

情
報
の
出
自
（source

）
に
関
す
る
文
法
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る

（A
ikhenvald 2003

）。
た
と
え
ば
、
標
準
語
で
は
話
し
手
が
直
接
、
見

た
事
態
は
「
太
郎
は
海
へ
行
っ
た
」
と
言
う
が
、
人
か
ら
聞
い
た
事
態
は

「
太
郎
は
海
へ
行
っ
た
そ
う
だ
／
ら
し
い
／
ん
だ
っ
て
」
と
言
う
。
話
し
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手
が
直
接
見
た
証
拠
をdirect evidence

（
直
接
証
拠
）
と
言
い
、
そ
う

で
な
い
証
拠
をindirect evidence

（
間
接
証
拠
）
と
い
う
。
と
こ
ろ
が
、

標
準
語
で
は
、
情
報
のsource

が
直
接
的
で
な
い
の
に
「
～
た
」
形
で
表

現
す
る
こ
と
が
あ
る
。
右
の
例
で
い
え
ば
、
太
郎
が
海
へ
行
く
と
こ
ろ
を

直
接
見
て
い
な
く
て
も
、「
太
郎
は
ど
う
し
た
の
」
と
聞
か
れ
て
「
太
郎

は
海
へ
行
っ
た
よ
」
と
答
え
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
歴
史
的
事

実
を
述
べ
る
場
合
は
、「
聖
徳
太
子
は
『
和
を
以
て
尊
し
と
な
す
』
と
お
っ

し
ゃ
い
ま
し
た
」
の
よ
う
に
「
そ
う
だ
／
ら
し
い
／
ん
だ
っ
て
」
を
使
わ

な
く
て
も
よ
い
。

　

と
こ
ろ
が
、
与
論
方
言
で
は
話
し
手
が
直
接
見
た
事
態
と
そ
う
で
な
い

事
態
を
別
の
語
形
で
表
現
す
る
。
た
と
え
ば
、「
太
郎
が
海
へ
行
っ
た
」

と
い
う
事
態
を
報
告
す
る
と
き
、
話
し
手
が
目
撃
し
て
い
れ
ば
「
太
郎
ヤ 

ウ
ン
カ
テ
ィ　

イ
キ
ュ
ー
タ
ン
」
と
言
い
、
目
撃
し
て
い
な
け
れ
ば
「
太

郎
ヤ　

ウ
ン
カ
テ
ィ　

イ
ジ
ャ
ン
」
と
言
う
。
歴
史
的
事
実
を
伝
え
る
と

き
に
は
、
目
撃
し
た
こ
と
を
表
す
形
式
が
使
え
な
い
。
た
と
え
ば
、
主
語

が
聖
徳
太
子
の
a1
で
は
イ
ェ
ー
タ
ン
が
使
え
ず
な
い
。
主
語
が
フ
ジ
ョ
ー

（
叔
父
）
の
a2
な
ら
ば
イ
ェ
ー
タ
ン
が
使
え
る
（
同
：
69
）

a1　

聖
徳
太
子
ヤ
「
和
を
以
っ
て
尊
し
と
為
す
」　

チ
チ

　
　
｛
ウ
ヮ
ー
チ
ャ
ン
／
＊
イ
ェ
ー
タ
ン
｝。

　
　

聖
徳
太
子
は
「
和
を
以
っ
て
尊
し
と
為
す
」
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

a2　

フ
ジ
ョ
ー　

ア
ッ
チ
ャ
ー　

ワ
ン
ヌ　

　
　

ウ
ン
カ
テ
ィ　

ソ
ー
ユ
ン
チ　

イ
ェ
ー
タ
ン
。

　
　

叔
父
は
明
日
私
を
海
に
連
れ
る
と
お
っ
し
ゃ
っ
た
。

こ
の
よ
う
な
方
言
で
は
、
情
報
が
ど
の
よ
う
に
も
た
ら
さ
れ
た
か
と
い
う

source

を
常
に
明
確
に
し
な
い
と
発
話
が
で
き
な
い
わ
け
で
あ
る
。

　
　
　

五
、
危
機
の
状
況
分
析
の
重
要
性

　

と
こ
ろ
で
、
消
え
ゆ
く
言
語
・
方
言
を
守
る
た
め
に
は
、
そ
の
言
語
・

方
言
が
ど
の
く
ら
い
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
か
と
い
う
現
状
分
析
が
必
要

で
あ
る
。
ユ
ネ
ス
コ
（
二
〇
〇
九
）A

tlas of E
ndangered 

Languages

の
リ
ス
ト
に
あ
げ
ら
れ
た
ア
イ
ヌ
語
、
八
丈
語
、
奄
美
語
、

国
頭
語
、
沖
縄
語
、
八
重
山
語
、
与
那
国
語
で
は
、
危
機
の
度
合
い
が
明

確
化
さ
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
域
の
こ
と
ば
を
守
ら
な
け
れ
ば
と
い
う
意

識
が
か
な
り
高
ま
っ
た
。
ま
た
、
文
化
庁
委
託
事
業
（
二
〇
一
一
―

二
〇
一
五
）
や
「
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・
方
言
サ
ミ
ッ
ト
」（
文

化
庁
二
〇
一
五
―
二
〇
一
七
）
に
よ
り
、
言
語
の
保
存
・
復
興
に
関
す
る

問
題
点
や
方
法
論
の
共
有
化
が
行
わ
れ
た
。
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そ
れ
に
対
し
、
ユ
ネ
ス
コ
の
リ
ス
ト
に
入
っ
て
い
な
い
本
土
の
方
言
に

つ
い
て
は
、
同
じ
く
ら
い
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
に
も
関
わ
ら
ず
、
危
機

の
状
況
の
分
析
や
問
題
の
共
有
化
が
ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
な
い
。
そ
の

た
め
、
地
元
に
お
け
る
言
語
の
保
存
・
復
興
活
動
が
い
ま
ひ
と
つ
盛
り
上

が
ら
な
い
。

　

ま
た
、
各
言
語
が
持
つ
事
情
の
違
い
も
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
右
の
八
つ

の
言
語
で
は
、
地
域
の
こ
と
ば
と
標
準
語
が
明
確
に
言
語
コ
ー
ド
を
異
に

し
て
い
て
、
両
者
が
混
同
さ
れ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
（
沖
縄
の
ウ
チ

ナ
ー
ヤ
マ
ト
ゥ
グ
チ
は
、
標
準
語
の
中
に
沖
縄
語
的
な
表
現
や
標
準
語
に

な
い
表
現
が
混
じ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
標
準
語
の
一
変
種
と
み
な
さ
れ

る
）。
そ
れ
に
対
し
、
本
土
の
諸
方
言
で
は
、
方
言
と
標
準
語
が
さ
ま
ざ

ま
割
合
で
入
り
混
じ
っ
た
文
体
が
日
常
的
に
使
わ
れ
て
い
て
、
ど
こ
ま
で

が
方
言
で
ど
こ
か
ら
が
標
準
語
な
の
か
が
分
か
り
に
く
く
な
っ
て
い
る
。

　

さ
ら
に
、
方
言
は
独
立
し
た
言
語
で
は
な
く
、
標
準
語
の
訛
っ
た
も
の

と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下
で
は
、
方
言
は
知
ら
ず

知
ら
ず
の
う
ち
に
標
準
語
に
置
き
換
わ
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が
あ
る
。
そ

う
な
ら
な
い
た
め
に
も
、
方
言
の
現
状
分
析
が
重
要
で
あ
る
。

㈠　

危
機
の
度
合
い
の
測
定
方
法

　

で
は
、
危
機
の
度
合
い
は
ど
の
よ
う
に
し
て
測
定
す
れ
ば
よ
い
の
だ
ろ

う
か
。
ユ
ネ
ス
コ
は
、
二
〇
〇
九
年
のA

tlas of E
ndangered 

Languages

に
先
立
つ
二
〇
〇
三
年
、
専
門
家
グ
ル
ー
プ
（U

N
ESCO

 
A

d H
oc Expert Group on Endangered Languages

）
に
よ
る
言

語
の
危
機
の
度
合
い
の
測
定
方
法
を
公
表
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
九
つ

の
指
標
ご
と
に
六
段
階
で
言
語
の
状
態
を
点
数
化
し
、
そ
れ
を
総
合
的
に

勘
案
し
て
、
言
語
の
危
機
の
度
合
い
を
左
の
六
段
階
に
分
類
す
る
と
い
う

方
法
が
と
ら
れ
て
い
る
。

　
　

安
泰
（safe

）

　
　

脆
弱
（vulnerable

）

　
　

確
実
に
危
険
（definitely endangered

）

　
　

重
大
な
危
険
（severely endangered

）

　
　

極
め
て
危
険
（critically endangered

）

　
　

消
滅
（extinct

）

　

文
化
庁
委
託
事
業（
二
〇
一
一
―
二
〇
一
五
）も
こ
の
方
法
に
し
た
が
っ

て
危
機
の
度
合
い
を
数
値
化
し
て
い
る
。
そ
れ
を
示
し
た
の
が
、
表
１
で

あ
る
。
な
お
、
ア
イ
ヌ
語
に
関
し
て
は
、
別
の
方
法
で
現
状
分
析
が
行
わ

れ
て
い
る
の
で
、
表
１
に
は
載
せ
て
い
な
い
。
ま
た
、
表
１
に
は
ユ
ネ
ス

コ
の
リ
ス
ト
に
な
い
岩
手
方
言
（
大
野
二
〇
一
三
）
と
鹿
児
島
県
甑
島
方

言
（
文
化
庁
委
託
事
業
二
〇
一
一
）
の
分
析
結
果
を
加
え
て
い
る
。
岩
手

方
言
は
二
〇
一
一
年
の
東
日
本
大
震
災
の
あ
と
、
人
口
の
減
少
が
進
み
、
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そ
れ
に
と
も
な
っ
て
方
言
の
衰
退
が
急
速
に
進
む
こ
と
が
予
想
さ
れ
る
た

め
、
危
機
の
度
合
い
を
測
定
し
た
も
の
、
甑
島
方
言
は
、
ユ
ネ
ス
コ
が
リ

ス
ト
ア
ッ
プ
し
た
言
語
と
ユ
ネ
ス
コ
の
リ
ス
ト
に
な
い
言
語
と
を
比
較
す

る
た
め
に
測
定
を
行
っ
た
も
の
で
あ
る（
注
）。

　

表
１
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、
ど
の
地
域
も
総
合
平
均
が
３
点
未
満
と

な
っ
て
い
る
（
八
丈
語
の
判
定
は
幅
が
あ
る
）。
３
と
い
う
数
値
の
意
味

に
つ
い
て
は
後
に
述
べ
る
こ
と
と
し
て
、こ
こ
で
は
、岩
手
や
甑
島
と
い
っ

た
、
ユ
ネ
ス
コ
の
リ
ス
ト
に
な
い
地
域
が
や
は
り
３
点
以
下
で
あ
る
こ
と

に
注
目
し
た
い
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
本
土
の
方
言
の
中
に
も
、
危
機

的
な
状
況
に
あ
る
方
言
が
数
多
く
存
在
す
る
。
こ
れ
ら
の
保
存
・
復
興
の

た
め
に
は
、
危
機
の
状
況
を
具
体
的
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ

る
。
今
後
、
ユ
ネ
ス
コ
の
指
標
を
使
っ
て
危
機
の
度
合
い
の
測
定
を
行
う

人
の
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
測
定
に
関
わ
っ
て
き
た
経
験
か
ら
測
定
の
ポ
イ

ン
ト
に
つ
い
て
述
べ
て
お
き
た
い
。

㈡　

測
定
の
ポ
イ
ン
ト

　

ま
ず
、
九
つ
の
指
標
と
は
、
次
の
九
つ
で
あ
る
（
こ
こ
で
は
ポ
イ
ン
ト

を
絞
っ
て
報
告
す
る
。
指
標
の
詳
細
に
つ
い
て
は
文
化
庁
委
託
事
業

二
〇
一
一
、
木
部
二
〇
一
三
を
参
照
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
指
標
の
原
文
は

英
語
だ
が
、
こ
こ
で
は
文
化
庁
委
託
事
業
二
〇
一
一
の
日
本
語
訳
（
山
田

表１　危機の度合いの判定
地点 ⑴世代間伝承 ⑶話者の割合 ⑷使用場面 ⑸新たな場面 ⑹言語資料
岩手 2～3 3 2～3 1～2 2～3
八丈 2～3 2 2～3 2 2～3
甑島 3 2 2～3 0 2
喜界 3 3 2～3 1 2

沖永良部 3 3 3 1 2
与論 3 3 3 2 3

名護市幸喜 2 2 2～3 0 1
多良間 3 3 2～3 0 1～2

宮良（石垣） 2 2 2～3 1 1
与那国 2 2 2～3 0 1

地点 ⑺言語政策 ⑻態度 ⑼言語記述 総合平均
岩手 2～3 2～3 2 2.0～2.8
八丈 3～4 3～4 3～4 2.1～3.1>2.3～3.1
甑島 2 １～３ 1 1.625～2
喜界 2～3 2～3 2 2.21～2.5

沖永良部 2 2～3 2 2.25～2.38
与論 3 3～4 3～4 2.88～3.13

名護市幸喜 1～3 4 3～4 2.25
多良間 3 2～3 2 2～2.38

宮良（石垣） 2 2 2 1.8
与那国 3 2～3 2 1.88～2.13
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真
寛
に
よ
る
）
を
示
す
）。

（
１
）
言
語
が
ど
の
程
度
次
の
世
代
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か

（
２
）
母
語
話
者
数

（
３
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
し
め
る
話
者
の
割
合

（
４
）
ど
の
よ
う
な
場
面
で
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か

（
５
） 

伝
統
的
な
場
面
以
外
で
新
た
に
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
場
面
が

ど
の
程
度
あ
る
か

（
６
） 

教
育
に
利
用
さ
れ
う
る
言
語
資
料
（
書
記
法
）
が
ど
の
程
度
あ
る

か

（
７
）
国
の
言
語
政
策
（
明
示
的
、
非
明
示
的
態
度
を
問
わ
ず
）

（
８
）
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内
で
の
言
語
に
対
す
る
態
度

（
９
）
言
語
記
述
の
量
と
質

　

最
も
重
要
な
指
標
は
（
１
）
で
あ
る
。
言
語
が
消
滅
し
な
い
た
め
に
は
、

次
の
世
代
へ
の
言
語
の
継
承
が
欠
か
せ
な
い
か
ら
で
あ
る
。逆
に
言
う
と
、

現
在
、
進
行
中
の
方
言
の
衰
退
は
、
子
ど
も
た
ち
が
幼
少
時
に
方
言
を
習

得
し
な
い
こ
と
に
起
因
し
て
い
る
。
表
１
に
よ
る
と
、（
１
）
は
多
く
の

地
域
で
２
～
３
と
い
う
数
値
を
示
し
て
い
る
。
３
は
「
親
の
世
代
以
上
で

使
用
さ
れ
て
お
り
、
子
ど
も
た
ち
は
使
用
し
て
い
な
い
」、
２
は
「
祖
父

母
の
世
代
以
上
で
使
用
さ
れ
て
お
り
、
親
、
子
の
世
代
は
使
用
し
て
い
な

い
」
で
あ
る
。
３
で
は
ま
だ
親
の
世
代
が
方
言
を
使
用
し
て
い
る
が
、
２

で
は
親
の
世
代
も
使
用
し
て
い
な
い
。
お
そ
ら
く
、
本
土
方
言
の
多
く
が

す
で
に
２
の
段
階
な
の
で
は
な
い
か
と
思
う
。

　

次
に
、（
２
）
母
語
話
者
数
の
推
定
は
、
な
か
な
か
難
し
い
。
文
化
庁

委
託
事
業
（
二
〇
一
一
）
で
は
、「
そ
の
言
語
を
使
用
す
る
の
が
何
歳
以

上
で
あ
る
か
」
を
ま
ず
確
定
し
、
次
に
そ
の
世
代
の
人
口
を
人
口
統
計
に

よ
っ
て
調
べ
、
そ
の
数
値
を
概
算
と
し
て
あ
げ
た
。
た
だ
し
、
個
人
差
が

あ
る
の
で
、一
律
に
Ｘ
歳
以
上
が
方
言
を
使
用
す
る
と
考
え
る
こ
と
に
は
、

当
然
、
問
題
が
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
世
代
に
も
非
母
語
話
者
や
移
住
者
が

い
る
か
ら
、厳
密
に
は
、そ
の
人
た
ち
の
数
を
除
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

逆
に
郷
里
を
離
れ
て
暮
ら
し
て
い
る
ネ
イ
テ
ィ
ブ
ス
ピ
ー
カ
ー
を
ど
う
カ

ウ
ン
ト
す
る
か
と
い
う
問
題
も
あ
る
。
そ
れ
で
、
表
１
に
は
母
語
話
者
を

入
れ
て
い
な
い
。

　
（
３
）
は
厳
密
な
人
数
で
は
な
く
、
全
体
的
な
評
価
で
あ
る
。
多
く
の

地
域
が
３
、
ま
た
は
２
で
あ
る
が
、
３
は
「
使
用
し
て
い
る
者
が
大
半
を

占
め
る
」、
２
は
「
用
し
て
い
る
者
は
少
数
派
で
あ
る
」
で
あ
る
。

　
（
４
）
は
使
用
場
面
が
「
す
べ
て
の
場
面
」
か
「
家
庭
」
か
「
限
ら
れ

た
場
面
」
か
に
関
す
る
項
目
で
、
３
は
家
庭
、
２
は
限
ら
れ
た
場
面
で
あ

る
。
こ
れ
も
、
多
く
の
地
域
が
３
～
２
で
あ
る
。
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（
５
）
は
伝
統
的
な
場
面
以
外
（
た
と
え
ば
テ
レ
ビ
放
送
な
ど
）
で
の

使
用
に
つ
い
て
で
あ
る
。２
は「
い
く
つ
か
の
場
面
で
使
用
さ
れ
て
い
る
」、

１
は
「
ほ
と
ん
ど
使
用
さ
れ
て
い
な
い
」、
０
は
「
使
用
さ
れ
て
い
な
い
」

で
、
ど
の
地
域
も
低
い
。
２
の
八
丈
、
与
論
は
、
有
線
放
送
に
よ
る
方
言

で
の
ア
ナ
ウ
ン
ス
等
が
あ
る
た
め
、
点
数
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
マ
ス
メ

デ
ィ
ア
で
な
い
点
で
、
あ
る
い
は
１
に
す
る
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
。

　
（
６
）
は
教
育
に
使
用
さ
れ
る
資
料
と
正
書
法
の
有
無
で
あ
る
。
岩
手

は
戦
前
か
ら
郷
土
教
育
が
盛
ん
で
、資
料
も
多
く
作
ら
れ
た
た
め
、３「
文

字
資
料
が
存
在
し
、子
ど
も
た
ち
は
学
校
で
そ
れ
に
触
れ
る
機
会
が
あ
る
。

た
だ
し
、
言
語
使
用
は
推
奨
さ
れ
て
は
い
な
い
」
と
な
っ
て
い
る
。
与
論

も
与
論
民
俗
村
の
菊
氏
や
与
論
小
学
校
の
方
言
指
導
が
あ
る
た
め
３
で
あ

る
が
、
そ
れ
以
外
は
２
「
文
字
資
料
は
存
在
す
る
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
内

の
限
ら
れ
た
者
に
し
か
利
用
さ
れ
て
い
な
い
。
言
語
使
用
は
学
校
教
育
に

は
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
な
い
。」
か
１
「
書
記
法
が
存
在
す
る
こ
と
は
知

ら
れ
て
い
る
。そ
れ
で
書
か
れ
た
文
字
資
料
が
い
く
つ
か
あ
る
」で
あ
る
。

　
（
７
）
は
言
語
政
策
に
関
す
る
項
目
で
あ
る
。
さ
す
が
に
最
近
は
方
言

の
使
用
を
禁
止
し
た
り
、
方
言
を
使
っ
た
生
徒
に
罰
を
与
え
た
り
す
る
こ

と
が
な
く
な
っ
た
の
で
、
０
「
言
語
の
使
用
が
禁
止
さ
れ
て
い
る
」
の
地

域
は
な
く
な
っ
た
が
、
多
く
は
３
「
言
語
に
関
す
る
保
護
政
策
は
施
行
さ

れ
て
い
な
い
。
公
的
場
面
で
は
支
配
的
言
語
が
使
用
さ
れ
る
」
か
２
「
政

府
は
支
配
的
言
語
の
使
用
を
勧
め
て
い
る
。
言
語
に
関
す
る
保
護
政
策
は

施
行
さ
れ
て
い
な
い
」
か
１
「
支
配
的
言
語
の
み
が
公
的
に
使
用
さ
れ
、

言
語
は
保
護
や
認
知
す
ら
さ
れ
て
い
な
い
」で
あ
る
。八
丈
で
３
～
４「
言

語
は
保
護
さ
れ
て
い
る
が
、主
に
家
庭
な
ど
限
ら
れ
た
場
面
で
使
用
さ
れ
、

公
的
に
は
使
用
さ
れ
な
い
」
と
い
う
評
価
が
な
さ
れ
て
い
る
が
、
ユ
ネ
ス

コ
（
二
〇
〇
九
）
の
発
表
以
来
、
町
が
率
先
し
て
方
言
の
保
存
・
復
興
に

取
り
組
ん
だ
こ
と
を
評
価
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
（
８
）
は
言
語
に
対
す
る
態
度
で
あ
る
。
厳
密
に
測
定
す
る
な
ら
ば
、

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
人
た
ち
全
員
に
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
を
実
施
す
べ
き
で
あ

る
が
、
文
化
庁
の
委
託
研
究
で
は
、
一
部
の
人
に
対
す
る
調
査
結
果
で
判

断
し
て
い
る
。
多
く
の
地
点
で
３
「
多
く
の
者
が
言
語
が
次
世
代
に
も
使

わ
れ
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
」
か
２
「
言
語
が
次
世
代
に
も
使
わ
れ
る

こ
と
を
支
持
し
て
い
る
者
も
い
る
」
だ
が
、
甑
島
で
は
１
「
言
語
が
次
世

代
に
も
使
わ
れ
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
者
は
少
数
し
か
い
な
い
」、
八

丈
と
与
論
、
名
護
で
は
４
「
ほ
と
ん
ど
の
者
が
言
語
が
次
世
代
に
も
使
わ

れ
る
こ
と
を
支
持
し
て
い
る
」
で
あ
る
。
甑
島
で
評
点
が
低
い
の
は
、
こ

の
地
域
で
は
甑
島
方
言
の
上
に
地
域
の
有
力
な
方
言
で
あ
る
鹿
児
島
方
言

が
存
在
し
、
さ
ら
に
そ
の
上
に
標
準
語
が
存
在
す
る
と
い
う
三
重
構
造
を

な
し
て
い
る
た
め
だ
と
思
わ
れ
る
。
甑
島
の
人
は
、
鹿
児
島
市
へ
行
っ
た

時
に
は
鹿
児
島
方
言
を
使
い
、
そ
れ
以
外
の
公
式
の
場
で
は
標
準
語
を
使
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用
す
る
。
甑
島
で
は
、
標
準
語
と
鹿
児
島
方
言
が
ま
ず
対
立
す
る
言
語
で

あ
っ
て
、
甑
島
方
言
は
さ
ら
に
そ
の
下
位
に
位
置
す
る
。
こ
の
点
が
八
丈

や
奄
美
、
沖
縄
と
異
な
っ
て
い
る
。
本
土
諸
方
言
に
は
、
甑
島
と
同
じ
よ

う
な
三
重
構
造
を
持
つ
地
域
が
多
い
。
そ
の
よ
う
な
地
域
で
は
、（
８
）

言
語
態
度
に
お
い
て
甑
島
と
同
じ
よ
う
な
評
価
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
。

　
（
９
）は
文
法
書
や
文
字
資
料
の
量
と
質
で
あ
る
。多
く
の
言
語
が
２「
限

ら
れ
た
言
語
学
的
目
的
に
利
用
可
能
な
簡
単
な
文
法
記
述
、
語
彙
集
、
文

字
資
料
が
存
在
す
る
が
、
総
括
的
な
も
の
は
な
い
」
で
あ
る
が
、
八
丈
と

与
論
と
名
護
市
幸
喜
が
３
「
一
定
の
文
法
資
料
、
辞
書
、
文
字
資
料
が
存

在
し
う
る
が
、
日
常
言
語
使
用
の
資
料
は
な
い
」
な
い
し
４
「
よ
い
文
法

記
述
が
一
つ
あ
る
他
に
も
、
文
法
資
料
、
辞
書
、
文
字
資
料
、
文
学
、
そ

れ
に
定
期
的
に
更
新
さ
れ
る
日
常
言
語
使
用
の
資
料
が
存
在
す
る
」
と

な
っ
て
い
る
。
方
言
概
説
や
簡
単
な
方
言
語
彙
集
の
よ
う
な
も
の
は
各
地

に
あ
る
の
で
、
多
く
の
地
域
が
２
に
な
る
わ
け
だ
が
、
そ
の
地
域
を
継
続

的
に
調
査
し
て
い
る
研
究
者
が
い
て
、
体
系
的
な
記
述
を
発
表
し
て
い
る

場
合
や
地
元
で
日
常
的
に
方
言
の
記
述
を
生
産
し
て
い
る
場
合
（
与
論
、

名
護
市
な
ど
）
は
３
な
い
し
４
に
な
る
。
岩
手
県
の
ケ
セ
ン
に
は
山
浦
氏

の
言
語
資
料
が
あ
る
が
、
そ
れ
以
外
の
地
域
に
は
あ
ま
り
記
述
が
な
い
の

で
、
岩
手
は
２
と
い
う
評
価
で
あ
る
。
甑
島
が
１
「
簡
単
な
文
法
記
述
、

短
い
語
彙
集
、断
片
的
な
文
字
資
料
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
の
み
」と
な
っ

て
い
る
の
は
、
上
村
孝
二
氏
以
来
、
あ
ま
り
調
査
が
進
ん
で
い
な
い
た
め

で
あ
る
。
し
か
し
、
近
年
、
若
手
研
究
者
が
調
査
を
実
施
し
、
報
告
書
も

近
々
出
版
さ
れ
る
予
定
で
あ
る
。
現
在
、
測
定
す
る
な
ら
ば
２
と
な
る
と

こ
ろ
だ
ろ
う
。

　

以
上
、
表
１
に
し
た
が
っ
て
、
危
機
の
度
合
い
の
評
価
指
標
に
つ
い
て

述
べ
た
。
こ
れ
を
参
考
に
し
て
、
各
地
で
も
是
非
、
危
機
の
度
合
い
を
測

定
し
て
欲
し
い
。
言
語
の
保
存
・
復
興
活
動
は
そ
こ
か
ら
始
ま
る
の
で
あ

る
。

注
　

各
地
点
の
危
機
の
度
合
い
の
測
定
者
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

　

岩
手
：
野
眞
男
、
八
丈
：
金
田
章
宏
、
甑
島
：
木
部
暢
子
、

　

喜
界
島
：
木
部
暢
子
、
沖
永
良
部
：
木
部
暢
子
、
与
論
：
木
部
暢
子
、

　

名
護
市
幸
喜
：
狩
俣
繁
久
、
多
良
間
：
下
地
賀
代
子
、

　

宮
良
（
石
垣
）
：
Ｃ
．
デ
イ
ビ
ス
、
与
那
国
：
山
田
真
寛

文
献

大
野
眞
男
（
二
〇
一
三
）「
岩
手
県
被
災
地
方
言
の
現
状
に
つ
い
て
」
文
化
庁
委
託
事
業

報
告
会
（
二
〇
一
三
年
三
月
九
日
、
仙
台
国
際
セ
ン
タ
ー
）
発
表
資
料

菊
千
代
（
一
九
八
五
）『
与ユ
ン
ヌ
・
ヌ

論
の
しシ
マ
ム
ヌ
ガ
ッ
タ
イ

ま
が
た
り
』
は
る
書
房

菊
千
代
・
高
橋
俊
三
（
二
〇
〇
五
）『
与
論
方
言
辞
典
』
武
蔵
野
書
院

菊
秀
史
（
二
〇
〇
六
―
二
〇
一
四
）『
与
論
の
言
葉
で
話
そ
う
（
１
）
～
（
４
）』
与
論
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民
俗
村

木
部
暢
子
（
二
〇
一
三
）『
そ
う
だ
っ
た
ん
だ
！
日
本
語 

じ
ゃ
っ
で
方
言
な
お
も
し
と

か
』
岩
波
書
店

木
部
暢
子
・
麻
生
玲
子
編
（
二
〇
一
八
）『
新
し
い
地
域
文
化
研
究
の
可
能
性
を
求
め
て 

V
ol.3 

こ
と
ば
は
文
化
の
源
』
人
間
文
化
研
究
機
構

文
化
庁
（
二
〇
一
五
―
二
〇
一
七
）
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・
方
言
サ
ミ
ッ
ト

（http://w
w

w
.bunka.go.jp/seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/

kikigengo/sum
m

it/index.htm
l

）

文
化
庁
委
託
事
業
（
二
〇
一
一
―
二
〇
一
五
）
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・
方
言
の

実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
及
び
危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・
方
言
の
保
存
・
継

承
に
係
る
取
組
等
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
（http://w

w
w

.bunka.go.jp/
seisaku/kokugo_nihongo/kokugo_shisaku/kikigengo/jittaichosa/
index.htm

l

）

マ
イ
ケ
ル
・
ク
ラ
ウ
ス
（
二
〇
〇
二
）「
言
語
の
大
量
消
滅
と
記
録
―
時
間
と
の
競
争
」

宮
岡
伯
人
、
崎
山
理
編
『
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
世
界
の
言
語
―
―
こ
と
ば
と
文

化
の
多
様
性
を
守
る
た
め
に
』（
渡
辺
己
、
笹
間
史
子
監
訳
）
明
石
書
店

山
浦
玄
嗣
（
一
九
八
五
）『
ケ
セ
ン
語
入
門
』
共
和
印
刷
企
画
セ
ン
タ
ー
（
一
九
八
九
に

改
訂
版
発
行
）

山
浦
玄
嗣
編
著
（
二
〇
〇
〇
）『
ケ
セ
ン
語
大
辞
典 

上
下
』
無
明
舎
出
版

山
浦
玄
嗣
（
二
〇
〇
七
）『
ケ
セ
ン
語
の
世
界
』
明
治
書
院
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