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文
化
庁
事
業
に
つ
い
て

　

国
立
国
語
研
究
所
で
は
今
年
度
、
文
化
庁
の
委
託
事
業
「
危
機
的
な
状
況

に
あ
る
言
語
・
方
言
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究
」
を
実
施
し
て
お
り
ま
す
。

こ
の
事
業
の
趣
旨
は
、
我
が
国
に
お
け
る
言
語
・
方
言
の
う
ち
、
消
滅
の
危

機
に
あ
る
も
の
に
つ
い
て
、
ユ
ネ
ス
コ
が
二
〇
〇
九
年
に
最
新
版
を
発
行
し

た A
tlas of the W

orld's Languages in D
anger 

の
内
容
を
踏
ま
え

て
、
そ
の
実
態
に
関
す
る
調
査
を
行
う
と
い
う
も
の
で
す
。

　

も
う
少
し
具
体
的
に
言
い
ま
す
と
、
事
業
の
内
容
に
は
次
の
三
つ
の
項
目

が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

（
１
）
我
が
国
に
お
け
る
言
語
・
方
言
の
現
状
（
言
語
・
方
言
の
全
体
的

分
布
の
状
況
）
に
関
す
る
調
査
研
究
。

　

（
２
）
我
が
国
に
お
け
る
言
語
・
方
言
の
う
ち
、
消
滅
の
危
機
に
あ
る
も

の
、
及
び
そ
の
程
度
に
関
す
る
調
査
研
究
。

　

（
３
）
そ
の
他
。

　

つ
ま
り
１
番
目
で
、
我
が
国
の
全
体
的
な
言
語
・
方
言
の
状
態
を
調
査
研

究
し
、
２
番
目
で
、
そ
の
う
ち
消
滅
の
危
機
に
あ
る
も
の
が
ど
の
く
ら
い
あ

っ
て
、
そ
の
消
滅
の
危
機
の
程
度
が
ど
の
程
度
な
の
か
と
い
う
こ
と
を
明
ら

か
に
し
、
３
番
目
で
そ
の
他
、
今
後
消
滅
の
危
機
に
あ
る
言
語
を
把
握
す
る

た
め
に
必
要
な
こ
と
を
調
査
す
る
と
い
う
も
の
で
す
。

ユ
ネ
ス
コ
のAtlas of the W

orld's Languages in D
anger

　

ま
ず
ユ
ネ
ス
コ
のA

tlas of the W
orld's Languages in D

anger

（
世

界
消
滅
危
機
言
語
地
図
）
が
ど
う
い
う
も
の
か
を
ご
紹
介
し
ま
す
（
図
１
）。

ト
マ
さ
ん
の
講
演
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
「
危
機
言
語
」
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
見
ま
す
と
、
ま
ず
こ
の
図
が
出
て
き
ま
す
。
こ
れ
は
「
存
在

が
危
な
い
」
と
言
わ
れ
る
約
２
５
０
０
の
言
語
の
地
点
を
マ
ー
ク
し
た
地
図

で
す
。
世
界
地
図
で
見
る
と
、
ご
ち
ゃ
ご
ち
ゃ
し
て
い
ま
す
が
、
あ
る
地
域

を
拡
大
し
て
見
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
ま
す
。
日
本
の
と
こ
ろ

だ
け
拡
大
し
て
見
る
と
、
日
本
に
は
八
つ
の
バ
ル
ー
ン
が
立
っ
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
ユ
ネ
ス
コ
が
二
〇
〇
九
年
二
月
一
九
日
に
世
界
の
２
５
０
０
の
言

木
部
　
暢
子
（
国
立
国
語
研
究
所
教
授
）

語
が
消
滅
し
そ
う
だ
と
い
う

こ
と
を
発
表
し
た
と
き
の
新

聞
記
事
を
引
用
し
て
み
ま
し

ょ
う
。
朝
日
新
聞
か
ら
の
引

用
で
す
。
こ
れ
に
よ
る
と
、

「
世
界
で
約
２
５
０
０
の
言

語
が
消
滅
の
危
機
に
さ
ら
さ

れ
て
い
る
と
の
調
査
報
告
を

国
連
教
育
科
学
文
化
機
関

（
ユ
ネ
ス
コ
）
が
発
表
し
た
。

日
本
で
は
ア
イ
ヌ
語
が
最
も

危
険
な
状
態
に
あ
る
言
語
と

分
類
さ
れ
た
ほ
か
、
八
丈
島

や
南
西
諸
島
の
各
方
言
も
独

講演5

危
機
的
な
状
況
に
あ
る
言
語
・

�
方
言
の
実
態
に
関
す
る
調
査
研
究

図１　ユネスコのAtlas of the World's Languages in
　　　 Danger（世界消滅危機言語地図）
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立
の
言
語
と
み
な
さ
れ
、
計
８
言
語
が
リ
ス
ト
に
加
え
ら
れ
た
」
と
書
か
れ

て
い
ま
す
。

　

朝
日
新
聞
で
は
も
う
少
し
詳
し
く
、「
日
本
で
は
、
ア
イ
ヌ
語
に
つ
い
て

話
し
手
が
15
人
と
さ
れ
、『
極
め
て
深
刻
』
と
評
価
さ
れ
た
」、「
こ
の
ほ
か

沖
縄
県
の
八
重
山
語
、
与
那
国
語
が
『
重
大
な
危
険
』
に
」、そ
れ
か
ら
「
沖

縄
語
、
国
頭
語
、
宮
古
語
、
鹿
児
島
県
の
奄
美
諸
島
の
奄
美
語
、
東
京
都
の

八
丈
島
な
ど
の
八
丈
語
が
『
危
険
』
と
分
類
さ
れ
た
。
ユ
ネ
ス
コ
の
担
当
者

は
『
こ
れ
ら
の
言
語
が
日
本
で
方
言
と
し
て
扱
わ
れ
て
い
る
の
は
認
識
し
て

い
る
が
、
国
際
的
な
基
準
だ
と
独
立
の
言
語
と
扱
う
の
が
妥
当
と
考
え
た
』

と
話
し
た
」と
書
か
れ
て
い
ま
す
。
ト
マ
さ
ん
の
講
演
に
も
あ
り
ま
し
た
が
、

言
語
学
的
に
は
話
し
て
も
意
味
が
通
じ
な
け
れ
ば
別
の
言
語
と
す
る
と
い
う

考
え
方
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
ユ
ネ
ス
コ
は
こ
れ
ら
を
「
言

語
」
と
し
て
発
表
し
た
の
で
す
。

言
語
・
方
言
の
定
義

　

今
回
の
文
化
庁
の
仕
事
で
も
、「
ま
ず
言
語
と
方
言
の
定
義
を
明
ら
か
に

し
た
上
で
こ
の
事
業
を
実
施
す
る
こ
と
」
と
な
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、「
言

語
」
と
「
方
言
」
を
区
別
す
る
こ
と
は
、じ
つ
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

こ
の
定
義
が
き
ち
ん
と
で
き
れ
ば

何
も
苦
労
は
し
な
い
。
と
い
う
よ

り
、定
義
で
き
な
い
と
こ
ろ
に「
こ

と
ば
」
の
特
色
が
あ
る
と
い
う
気

が
し
ま
す
。
そ
う
は
い
っ
て
も
、

「
言
語
」
と
「
方
言
」
の
定
義
を

明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ

ん
か
ら
、
そ
れ
に
関
し
て
ど
の
よ

う
に
考
え
た
ら
よ
い
か
と
い
う
こ
と
に
つ
い
て
、
少
し
お
話
し
し
ま
す
。

　

琉
球
列
島
（「
琉
球
」
は
奄
美
・
沖
縄
を
含
む
地
域
を
指
し
ま
す
）
で
話

さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
は
、
本
土
の
人
に
は
通
じ
な
い
く
ら
い
本
土
の
こ
と
ば

と
の
隔
た
り
が
大
き
い
。
そ
う
い
う
意
味
で
は
別
の
言
語
と
す
る
と
い
う
立

場
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
こ
れ
ま
で
は
、
一
般
に
は
「
方
言
」
と
位

置
付
け
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
は
、
本
土
の
こ
と
ば
と
の
間
に
、
あ
る
程

度
の
対
応
関
係
が
存
在
す
る
か
ら
で
す
。
対
応
関
係
と
は
ど
う
い
う
こ
と
か

と
言
う
と
、
本
土
の
方
言
、
た
と
え
ば
東
京
の
こ
と
ば
で
「
エ
」
と
発
音
す

る
と
こ
ろ
を
琉
球
諸
方
言
で
は
「
イ
」
と
発
音
す
る
と
い
う
よ
う
な
こ
と
で

す
。
図
２
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。「
か
げ
（
影
）」
と
い
う
こ
と
ば
が
、
与
論
で

は「
ハ
ギ
」、
沖
縄
で
は「
カ
ー
ギ
」、
宮
古
で
は「
カ
ギ
」、
与
那
国
で
は「
カﾟ

キ
（
鼻
濁
音
）」
で
す
。
東
京
の
「
ゲ
」
が
奄
美
・
沖
縄
で
は
「
ギ
」、
ま
た

は
「ﾟ

キ
（
鼻
濁
音
）」
に
な
っ
て
い
ま
す
。
次
に
東
京
の
「
て
（
手
）」
は
与

きべ・のぶこ
国立国語研究所教授
九州大学大学院文学研究科修了
博士（文学）
専門は日本語学

図２　本土方言 e と琉球諸方言 i との対応例

論
・
沖
縄
・
宮
古
・
与
那
国
で
「
テ

ィ
ー
」、「
ね
（
根
）」
は
「
ニ
ー
」

に
な
っ
て
い
ま
す
。「
ふ
ね
（
船
）」

は
与
論
で
「
プ
ニ
」、
沖
縄
・
宮
古

で
「
フ
ニ
」、
与
那
国
で
は
「
フ
」

が
落
ち
て
「
ン
ニ
」
に
な
っ
て
い
ま

す
。「
ほ
ね
（
骨
）」
は
与
論
で
「
プ

ニ
」、
沖
縄
で「
フ
ニ
」、
宮
古
で「
プ

ニ
」、
与
那
国
で
「
フ
ニ
」
と
言
い

ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
与
論
、
沖
縄

で
は
「
船
」
と
「
骨
」
の
区
別
が
あ

り
ま
せ
ん
。
そ
れ
か
ら
「
へ
（
屁
）」

は
与
論
で
「
ピ
ー
」、
沖
縄
で
「
フ

ィ
ー
」、
宮
古
で
「
ピ
ー
」、
与
那
国
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で
「
ヒ
ー
」、「
あ
め
（
雨
）」
は
与
論
・
沖
縄
・
宮
古
・
与
那
国
で
「
ア
ミ
」

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、
東
京
の
「
エ
」
の
母
音
は
だ
い
た
い
に
お
い
て
、
奄
美
・

沖
縄
で
は
「
イ
」
に
な
る
。
こ
う
い
う
場
合
、
両
言
語
に
は
対
応
関
係
が
あ

る
と
い
い
ま
す
。
そ
し
て
、こ
の
よ
う
な
対
応
関
係
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
、

二
つ
の
言
語
に
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
っ
た
、
祖
先
を
辿
れ
ば
同
じ
こ
と
ば

だ
っ
た
、
と
い
う
こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
も
と
は
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
言
語
の
研
究
の
分
野
で
進
め

ら
れ
て
き
ま
し
た
。
イ
ン
ド
・
ヨ
ー
ロ
ピ
ア
ン
語
、
つ
ま
り
、
イ
ン
ド
か
ら

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
か
け
て
の
広
い
地
域
で
話
さ
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ
な
言
語
に

は
、そ
れ
ぞ
れ
発
音
上
の
対
応
関
係
が
あ
り
ま
す
。そ
こ
で
、こ
れ
ら
は
元
々
、

同
じ
祖
先
か
ら
出
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
ド
イ
ツ
語
や
英
語
、

フ
ラ
ン
ス
語
、
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ
イ
ン
語
な
ど
は
、
元
々
、
祖
先
は
同
じ

言
語
だ
っ
た
と
い
う
わ
け
で
す
。
日
本
は
こ
の
よ
う
な
研
究
の
方
法
を
取
り

入
れ
、
東
京
の
こ
と
ば
と
奄
美
・
沖
縄
の
こ
と
ば
と
の
間
に
対
応
関
係
が
あ

る
こ
と
を
発
見
し
ま
し
た
。
そ
れ
で
、
両
者
は
言
語
的
に
同
じ
祖
先
を
持
つ

と
考
え
、
琉
球
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
を
「
方
言
」
と
呼
ん
で
き
た
の
で

す
。

　

し
か
し
、
最
初
の
狩
俣
さ
ん
の
発
表
に
も
あ
り
ま
し
た
よ
う
に
、
琉
球
列

島
は
歴
史
的
に
、一
八
七
九
年
ま
で
琉
球
王
国
だ
っ
た
。言
語
的
に
も
奄
美
・

沖
縄
の
こ
と
ば
は
東
京
の
人
に
は
通
じ
な
い
く
ら
い
に
違
い
が
大
き
い
。
文

化
的
に
も
独
自
の
文
化
を
持
っ
て
い
ま
す
。そ
の
よ
う
な
こ
と
を
考
え
る
と
、

琉
球
の
こ
と
ば
は
「
方
言
」
で
は
な
く
「
言
語
」
と
位
置
付
け
る
と
い
う
考

え
方
も
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

以
上
述
べ
た
よ
う
な
、
お
互
い
に
通
じ
る
か
通
じ
な
い
か
と
は
別
に
、「
言

語
」
と
「
方
言
」
の
定
義
に
は
、
社
会
的
な
基
準
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
ま

す
。
た
と
え
ば
、ス
ペ
イ
ン
語
と
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
は
非
常
に
よ
く
似
て
い
て
、

お
互
い
に
通
じ
ま
す
。
対
応
関
係
に
関
し
て
も
、
東
京
と
琉
球
よ
り
も
も
っ

と
密
接
な
対
応
関
係
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
こ
の
２
つ
は
、
ど
ち
ら
か
が
ど

ち
ら
か
の
方
言
と
は
言
い
ま
せ
ん
。
ス
ペ
イ
ン
語
、
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
の
よ
う

に
そ
れ
ぞ
れ
独
立
し
た
言
語
で
す
。
ま
た
、
南
ア
メ
リ
カ
の
ブ
ラ
ジ
ル
で
は

ポ
ル
ト
ガ
ル
語
が
話
さ
れ
て
い
ま
す
が
、
ブ
ラ
ジ
ル
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
語
は
ポ

ル
ト
ガ
ル
語
の
一
方
言
と
は
考
え
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
、こ
と
ば
に
は
言
語
的
な
要
因
─
ど
の
く
ら
い
似
て
い
る
か
、

聞
い
て
意
味
が
通
じ
る
か
、
対
応
関
係
が
あ
る
か
─
の
他
に
、
社
会
的
な
要

因
、
た
と
え
ば
国
と
い
う
ま
と
ま
り
や
地
域
の
歴
史
な
ど
、
様
々
な
要
因
が

関
係
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、「
言
語
」
と
「
方
言
」
を
き
っ
ち
り
と
「
こ

う
い
う
も
の
は
言
語
と
呼
ぶ
」、「
こ
う
い
う
も
の
は
方
言
と
呼
ぶ
」
と
区
別

す
る
こ
と
は
、
と
て
も
難
し
い
の
で
す
。
そ
れ
ぞ
れ
の
人
が
「
私
は
こ
う
考

え
る
」
と
い
う
立
場
を
示
す
こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
統
一
的
な
見
解
を
出
す

の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
な
の
で
す
。

　

こ
の
よ
う
な
事
情
か
ら
、
ユ
ネ
ス
コ
の A

tlas of the W
orld's 

Languages in D
anger 

の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
も
、「
方
言
（dialects

）」

と
「
言
語
（languages

）」
を
区
別
す
る
こ
と
を
し
て
い
ま
せ
ん
。
す
べ
て

"languages"

と
し
て
リ
ス
ト
ア
ッ
プ
し
て
い
ま
す
。
で
す
か
ら
、ア
イ
ヌ
語
、

八
丈
語
、
八
重
山
語
、
与
那
国
語
な
ど
の
よ
う
に
、
す
べ
て"language"

と

し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
ユ
ネ
ス
コ
と
し
て
は
、
こ
れ
は
穏
当
な
態
度
だ

ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
に
、方
言
と
言
語
を
定
義
す
る
の
は
と
て
も
難
し
い
こ
と
で
す
。

し
か
し
、
世
界
に
目
を
向
け
る
と
、
一
つ
の
国
の
中
に
い
ろ
い
ろ
な
言
語
が

あ
る
と
い
う
現
象
は
、
実
は
き
わ
め
て
普
通
の
こ
と
で
す
。
私
は
以
前
、
ル

ー
マ
ニ
ア
と
い
う
国
に
行
っ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
こ
で
は
ル
ー
マ
ニ

ア
語
を
し
ゃ
べ
る
人
が
４
割
、
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
を
し
ゃ
べ
る
人
が
４
割
、
ド

イ
ツ
語
を
し
ゃ
べ
る
人
が
２
割
い
ま
し
た
。
隣
に
住
む
人
は
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
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を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
、そ
の
先
の
隣
の
人
は
ド
イ
ツ
語
を
し
ゃ
べ
っ
て
い
る
、

そ
う
い
う
人
た
ち
が
一
緒
に
お
茶
を
飲
む
と
い
う
の
が
普
通
の
社
会
で
す
。

教
会
に
行
き
ま
す
と
、
ル
ー
マ
ニ
ア
語
と
ハ
ン
ガ
リ
ー
語
の
２
カ
国
語
で
お

祈
り
が
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。

　

世
界
を
見
る
と
、
一
つ
の
国
の
中
に
い
く
つ
か
の
言
語
が
併
存
し
て
い
る

と
い
う
状
態
は
、
そ
ん
な
に
特
別
な
こ
と
で
は
な
く
、
む
し
ろ
普
通
の
こ
と

で
す
。
そ
の
よ
う
な
考
え
方
に
私
た
ち
も
切
り
替
え
て
い
く
ほ
う
が
よ
い
の

で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。「
言
語
」
と
「
方
言
」
の
定
義
に
関
し
て
は
、

デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
の
と
き
に
パ
ネ
リ
ス
ト
の
方
々
か
ら
も
何
か
フ
ォ
ロ
ー

し
て
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。

消
滅
の
危
機
の
程
度
に
つ
い
て

　

以
上
の
よ
う
に
、「
言
語
」
か
「
方
言
」
か
の
定
義
は
難
し
い
の
で
す
が
、

日
本
の
中
に
言
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
た
く
さ
ん
あ
る
の
は
事
実
で
す
。

そ
れ
ら
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
つ
い
て
、
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
も
の

が
ど
の
く
ら
い
あ
る
か
、
そ
し
て
そ
の
程
度
が
ど
ん
な
も
の
か
と
い
う
の
を

調
べ
る
の
が
文
化
庁
の
第
２
の
要
求
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、
何
を
も
っ
て

危
機
と
判
断
す
る
か
と
い
う
判
断
の
基
準
を
持
た
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

こ
れ
に
つ
い
て
も
ユ
ネ
ス
コ
が
６
段
階
の
判
断
基
準
を
示
し
て
い
ま
す
の

で
、
そ
れ
を
見
る
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。

　

第
一
段
階
は
「
安
全
」。
こ
れ
は
す
べ
て
の
世
代
に
よ
っ
て
そ
の
言
語
が

話
さ
れ
て
い
る
場
合
で
す
。
第
二
段
階
が
「
脆
弱
」。
た
い
て
い
の
こ
ど
も

た
ち
が
そ
の
言
語
を
話
す
け
れ
ど
も
、あ
る
特
定
の
場
面
に
限
ら
れ
る
場
合
。

第
三
段
階
が
「
危
険
」。
こ
ど
も
た
ち
が
も
は
や
家
庭
で
そ
の
言
語
を
母
語

と
し
て
学
ば
な
い
場
合
で
す
。
そ
し
て
第
四
段
階
が
「
重
大
な
危
険
」。
そ

の
言
語
が
祖
父
母
や
も
っ
と
古
い
世
代
に
よ
っ
て
話
さ
れ
て
い
て
、
親
世
代

は
そ
れ
を
理
解
す
る
け
れ
ど
も
、
こ
ど
も
た
ち
の
間
で
は
も
う
話
さ
れ
な
い

場
合
で
す
。
先
ほ
ど
の
呉
人
さ
ん
の
ご
発
表
で
は
、
コ
リ
ャ
ー
ク
語
は
こ
ど

も
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
と
い
う
こ
と
は
、す
で
に「
重

大
な
危
険
」
の
段
階
に
あ
る
わ
け
で
す
。
第
五
段
階
が
「
極
め
て
深
刻
」。

祖
父
母
世
代
で
す
ら
部
分
的
に
、
た
ま
に
し
か
そ
の
言
語
を
話
さ
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
言
語
・
方
言
を
忘
れ
つ
つ
あ
る
、
そ
の
よ
う
な
場
合
で
す
。
方

言
調
査
に
い
く
と
、「
ち
ょ
っ
と
待
っ
て
。
昔
な
ん
と
か
言
っ
て
い
た
け
ど

ね
え
。
ち
ょ
っ
と
思
い
出
せ
な
い
」
と
い
う
こ
と
が
よ
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ

な
ど
は
、
調
査
と
い
う
特
殊
な
場
面
で
の
こ
と
で
す
か
ら
、
ま
だ
「
危
険
」

ま
た
は
「
重
大
な
危
険
」
あ
た
り
な
の
で
し
ょ
う
が
、
そ
れ
が
頻
繁
に
な
っ

て
く
る
と
「
極
め
て
深
刻
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。
第
六
段
階
が
「
消

滅
」。
も
う
言
語
を
使
用
す
る
人
が
い
な
い
場
合
で
す
。

　

こ
れ
で
い
く
と
、
日
本
に
は
第
三
段
階
の
「
危
険
」、
ま
た
は
第
四
段
階

の
「
重
大
な
危
険
」
に
あ
る
方
言
が
非
常
に
多
い
と
思
い
ま
す
。
親
は
方
言

を
理
解
す
る
け
れ
ど
も
家
庭
で
は
使
わ
な
い
、
し
た
が
っ
て
、
こ
ど
も
た
ち

は
家
庭
で
方
言
を
学
ば
な
い
、
そ
う
い
う
地
域
は
日
本
中
に
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
方
言
が
消
滅
す
る
か
、
生
き
延
び
る
か
の
キ
ー
を
握
っ
て
い
る
の
は

親
世
代
、
四
〇
代
で
す
。
親
が
こ
ど
も
に
向
か
っ
て
方
言
で
話
す
か
ど
う
か
、

そ
れ
が
方
言
が
消
滅
に
向
か
う
か
、
保
存
さ
れ
る
か
の
キ
ー
な
の
で
す
。

　

こ
れ
ま
で
の
ご
発
表
に
あ
り
ま
し
た
３
地
点
を
見
て
み
ま
す
と
、
そ
れ
ぞ

れ
の
地
点
は
次
の
よ
う
な
段
階
に
あ
る
と
い
え
ま
す
。
ま
ず
、
与
論
は
四
〇

代
な
ら
ま
だ
誰
で
も
方
言
を
話
す
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
親
世
代
が
方
言
を

話
し
、こ
ど
も
に
も
方
言
で
語
り
か
け
る
と
す
る
と
、ま
だ
「
重
大
な
危
険
」

ま
で
は
行
っ
て
い
な
い
。「
危
険
」
な
段
階
く
ら
い
で
し
ょ
う
。
と
こ
ろ
が

大
神
島
は
、
四
〇
代
の
人
は
話
せ
る
け
れ
ど
も
、
こ
ど
も
た
ち
に
は
伝
わ
っ

て
い
な
い
。
と
い
う
こ
と
は
、「
重
大
な
危
険
」
の
段
階
に
入
っ
て
い
る
。

コ
リ
ャ
ー
ク
語
は
２
〜
３
人
の
年
配
の
人
た
ち
に
使
用
が
限
ら
れ
て
い
る
。
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と
す
れ
ば
、「
極
め
て
危
険
」
な
状
況
に
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
と
い
う

こ
と
に
な
り
ま
す
。

言
語
の
活
力
を
計
る
方
法

　

以
上
は
危
機
の
度
合
い
の
総
合
的
な
判
断
で
し
た
が
、
そ
れ
以
外
に
、
ユ

ネ
ス
コ
は
言
語
の
危
機
の
度
合
（
言
語
の
活
力
の
度
合
）
を
計
る
た
め
に
九

つ
の
フ
ァ
ク
タ
ー
を
挙
げ
て
い
ま
す
。

　

フ
ァ
ク
タ
ー
１
：
言
語
が
ど
の
程
度
次
の
世
代
に
伝
承
さ
れ
て
い
る
か

　

フ
ァ
ク
タ
ー
２
：
母
語
話
者
数

　

フ
ァ
ク
タ
ー
３
：
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
し
め
る
話
者
の
割
合

　

フ
ァ
ク
タ
ー
４
：
ど
の
よ
う
な
場
面
で
言
語
が
使
用
さ
れ
て
い
る
か

　

フ
ァ
ク
タ
ー
５
：
伝
統
的
な
場
面
以
外
で
新
た
に
言
語
が
使
用
さ
れ
る
場

面
が
ど
の
程
度
あ
る
か

　

フ
ァ
ク
タ
ー
６
：
教
育
に
利
用
さ
れ
う
る
言
語
資
料
が
ど
の
程
度
あ
る
か

　

フ
ァ
ク
タ
ー
７
：
国
の
言
語
政
策
（
公
的
位
置
づ
け
と
使
用
を
含
む
）

　

フ
ァ
ク
タ
ー
８
：
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
言
語
に
対
す
る
態
度

　

フ
ァ
ク
タ
ー
９
：
言
語
記
録
の
量
と
質

で
す
。
全
部
に
つ
い
て
見
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
の
で
、
こ
こ
で
は
、
こ
の

う
ち
フ
ァ
ク
タ
ー
１
、
フ
ァ
ク
タ
ー
６
、
フ
ァ
ク
タ
ー
８
に
つ
い
て
見
て
い

き
た
い
と
思
い
ま
す
。
地
域
は
、
奄
美
の
喜
界
島
・
与
論
島
、
沖
縄
県
の
宮

古
島
・
与
那
国
島
、
そ
れ
に
鹿
児
島
県
の
甑
島
で
す
（
図
３
）。
甑
島
は
ユ

ネ
ス
コ
の
リ
ス
ト
に
は
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
危
機
の
度
合
い
が
非
常

に
高
い
と
考
え
ら
れ
ま
す
。

　

ま
ず
、
フ
ァ
ク
タ
ー
１
で
は
、
四
〇
代
ま
で
は
方
言
が
話
せ
る
と
い
う
の

が
喜
界
、
与
論
、
宮
古
で
す
。
こ
れ
に
対
し
、
与
那
国
、
甑
は
年
齢
で
言
う

図３　本調査の中間報告

と
一
〇
歳
上
が
っ
て
、方
言
が
話
せ
る
の
は
五
〇
代
以
上
で
す
。

与
那
国
は
日
本
復
帰
後
、
サ
ト
ウ
キ
ビ
の
収
穫
の
た
め
に
北
海

道
か
ら
た
く
さ
ん
の
人
が
入
っ
て
き
た
と
い
う
事
情
が
あ
り
ま

す
。
北
海
道
で
は
冬
は
農
業
が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
最
初
は
出

稼
ぎ
と
し
て
北
海
道
の
人
た
ち
が
与
那
国
島
に
入
り
、そ
の
後
、

結
婚
し
た
り
し
て
島
に
定
住
し
た
の
で
す
。
そ
の
人
た
ち
は
当

然
、
与
那
国
方
言
が
話
せ
ま
せ
ん
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
こ
ど

も
も
家
庭
で
方
言
を
学
ば
な
い
。
そ
の
こ
ど
も
た
ち
が
今
で
は

四
〇
歳
近
く
に
な
っ
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

甑
島
は
図
４
の
グ
ラ
フ
に
示
し
た
よ
う
に
、
人
口
の
流
出
が

非
常
に
激
し
い
と
こ
ろ
で
す
。
一
九
七
〇
年
の
と
こ
ろ
で
ガ
ク

ン
と
総
人
口
が
下
が
っ
て
い
ま
す
が
、
こ
れ
は
高
度
成
長
期
に

集
団
就
職
の
た
め
、
中
卒
で
島
を
出
る
こ
ど
も
が
増
え
た
た
め

で
す
。
一
九
七
〇
年
頃
の
中
学
生
と
い
う
と
、
現
在
で
は
五
五
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歳
く
ら
い
で
す
。
つ
ま
り
、
現
在
の
五
五
歳
以
下
の
人
た
ち
は
、
集
団
就
職

で
島
を
出
る
こ
と
を
考
え
て
、
方
言
で
は
な
く
共
通
語
を
話
す
よ
う
に
な
っ

た
の
で
す
。

　

図
５
は
二
〇
三
五
年
ま
で
の
人
口
推
移
を
推
定
し
た
も
の
で
す
。
こ
れ
を

見
る
と
、
与
那
国
、
宮
古
、
喜
界
で
は
、
若
い
人
の
減
少
が
激
し
く
な
っ
て

い
ま
す
。
こ
れ
を
実
数
グ
ラ
フ
に
す
る
と
、
図
６
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
二

〇
三
五
年
時
点
で
宮
古
島
市
は
人
口
が
約
４
万
５
千
人
、
与
那
国
は
約
１
５

０
０
人
。
喜
界
は
約
６
千
人
。
実
数
に
す
る
と
こ
う
い
う
差
が
出
て
く
る
わ

け
で
す
。
宮
古
は
宮
古
で
、
そ
の
中
で
は
方
言
が
一
律
で
は
な
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
が
、
実
数
で
は
こ
れ
だ
け
の
差
が
出
て
い
ま
す
。

　

次
に
、
フ
ァ
ク
タ
ー
６
の
教
育
に
利
用
さ
れ
う
る
言
語
資
源
。
こ
れ
に
つ

い
て
は
与
論
が
非
常
に
進
ん
で
い
ま
す
。
菊
さ
ん
の
ご
努
力
だ
と
思
い
ま
す

が
、
教
材
と
し
て
の
方
言
の
文
法
書
も
作
ら
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
、

図４

図５

図６

宮
古
や
与
那
国
、
甑
に
は
方
言
の
教
材
が
あ
り
ま
せ
ん
。
与
那
国
で
は
３
年

前
か
ら
地
域
学
習
の
時
間
に
方
言
の
学
習
を
始
め
た
と
言
っ
て
い
ま
し
た

が
、
教
材
の
作
成
ま
で
は
い
っ
て
い
ま
せ
ん
。
甑
で
は
学
校
教
育
で
方
言
が

ま
っ
た
く
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
な
い
状
態
で
す
。
甑
島
の
鹿
島
町
教
育
委
員

会
の
話
で
す
と
、
今
後
、
取
り
上
げ
る
予
定
も
な
い
と
い
う
こ
と
で
し
た
。

　

次
に
、
フ
ァ
ク
タ
ー
８
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
で
の
言
語
に
対
す
る
態
度
に
つ

い
て
で
す
。
分
か
り
や
す
い
例
と
し
て
、
方
言
大
会
と
「
方
言
の
日
」
を
取

り
上
げ
ま
す
。
ま
ず
、
奄
美
、
沖
縄
で
は
方
言
大
会
が
盛
ん
で
す
。
方
言
大

会
と
い
う
の
は
、
い
ろ
い
ろ
な
話
を
方
言
で
発
表
す
る
と
い
う
大
会
で
す
。

宮
古
で
は
毎
年
１
回
、
大
会
が
開
か
れ
て
い
ま
す
が
、
そ
の
チ
ケ
ッ
ト
は
１

日
で
売
り
切
れ
る
の
だ
そ
う
で
す
。
与
那
国
や
甑
で
は
、
そ
う
い
う
活
動
は

ほ
と
ん
ど
行
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

　

「
方
言
の
日
」
に
つ
い
て
は
、
与
論
で
は
、
菊
さ
ん
の
ご
発
表
で
も
あ
っ
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た
よ
う
に
、
２
月
18
日
を
方
言
の
日
に
制
定
し
て
い
ま
す
。
方
言
の
こ
と
を

「
ユ
ン
ヌ
フ
ト
ゥ
バ
」
と
い
う
の
で
、
ご
ろ
合
わ
せ
で
２
月
18
日
に
し
た
そ

う
で
す
が
、
こ
れ
が
奄
美
全
体
に
広
が
っ
て
い
ま
す
。
図
７
は
奄
美
全
域
の

方
言
の
日
の
ポ
ス
タ
ー
で
す
。
沖
縄
で
は
「
し
ま
く
と
ぅ
ば
の
日
」
が
条
例

で
９
月
18
日
と
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
方
言
の
多
様
性
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か

　

最
後
に
、
な
ぜ
方
言
の
多
様
性
を
守
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
に
つ
い
て

考
え
た
い
と
思
い
ま
す
。
時
間
が
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
詳
し
く
は
後
の
デ
ィ

ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
に
回
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
今
ま
で
の
講
師
の
方
々
の
ご

発
表
を
ま
と
め
る
と
、
大
き
く
は
二
つ
あ
る
と
思
い
ま
す
。

　

一
つ
は
、こ
と
ば
と
い
う
の
は
文
化
で
あ
る
と
い
う
こ
と
。
し
た
が
っ
て
、

こ
と
ば
の
喪
失
は
文
化
の
喪
失
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
。
も
う
一
つ
は
、

人
間
の
こ
と
ば
の
特
色
を
考
え
る
上
で
、
こ
と
ば
の
多
様
性
が
必
要
だ
と
い

う
こ
と
。
私
た
ち
は
よ
く
、「
人
間
の
こ
と
ば
っ
て
こ
ん
な
も
の
だ
よ
ね
」「
日

本
語
っ
て
こ
ん
な
こ
と
ば
だ
よ
ね
」
と
言
い
ま
す
が
、
メ
ジ
ャ
ー
な
こ
と
ば

だ
け
を
見
て
そ
ん
な
こ
と
は
言
え
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。

　

そ
し
て
、
多
様
性
を
守
る
た
め
に
何
を
し
な
け
れ
ば
い
け
な
い
か
。
こ
れ

も
大
き
く
二
つ
に
ま
と
め
て
み
ま
し
た
。
一
つ
は
方
言
の
記
録
。
こ
れ
は
、

ト
マ
さ
ん
の
発
表
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
博
物
館
の
よ
う
に
残
す
こ
と
に
当
た

る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
研
究
者
に
は
こ
れ
し
か
で
き
ま
せ
ん
。
生
き
た
こ

と
ば
と
し
て
方
言
を
残
す
た
め
に
は
、
地
元
の
方
々
が
こ
ど
も
た
ち
に
伝
え

る
こ
と
が
必
要
で
す
。
そ
の
鍵
を
握
っ
て
い
る
の
は
40
代
の
方
で
す
。
こ
れ

が
二
つ
め
で
す
。
こ
の
二
つ
を
こ
れ
か
ら
実
行
し
て
い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

　

昔
は
「
方
言
札
」
と
い
う
罰
が
あ
り
ま
し
た
。
学
校
で
方
言
を
し
ゃ
べ
る

と
、
札
を
首
か
ら
下
げ
さ

せ
て
、
方
言
を
し
ゃ
べ
ら

な
い
よ
う
に
し
た
の
で

す
。
鹿
児
島
県
、
沖
縄
県

の
70
代
以
上
の
方
は
こ
の

よ
う
な
教
育
を
受
け
て
い

ま
す
。
東
北
に
も
そ
う
い

う
教
育
が
あ
っ
た
と
い
う

話
も
あ
り
ま
す
。
こ
の
教

育
が
頭
に
残
っ
て
い
て
、

方
言
は
汚
い
も
の
と
か
、

ダ
メ
な
も
の
と
思
っ
て
お

ら
れ
る
方
が
ま
だ
た
く
さ

ん
い
ら
っ
し
ゃ
る
と
思
い

ま
す
が
、
こ
れ
か
ら
は
方
言
を
積
極
的
に
評
価
し
、
多
様
性
こ
そ
素
晴
ら
し

い
の
だ
と
い
う
意
識
に
変
え
て
い
く
こ
と
が
私
た
ち
の
任
務
で
あ
る
と
思
っ

て
い
ま
す
。（
拍
手
）


