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は
じ
め
に

私
は
時
空
間
変
異
研
究
系
に
属
し
て
い
ま
す
。
時
空
間
と
い

う
と
、
よ
く
「
三
次
元
の
こ
と
を
研
究
し
て
い
る
ん
で
す
か
」

と
い
わ
れ
た
り
、
工
学
部
の
先
生
に
非
常
に
親
し
み
を
持
た
れ

た
り
し
ま
す
が
、
時
間
的
な
変
化
、
つ
ま
り
日
本
語
の
歴
史

と
、
空
間
的
な
変
異
、
つ
ま
り
方
言
を
研
究
す
る
部
門
で
す
。

た
だ
、
時
間
と
空
間
は
、
こ
と
ば
の
う
え
で
も
密
接
に
つ
な

が
っ
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
り
、
古
い
も
の
が
地
方
に
残
る
と
よ

く
い
わ
れ
て
い
ま
す
か
ら
、
あ
な
が
ち
三
次
元
の
世
界
で
は
な

い
と
は
い
え
な
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
近
年
、
こ
の
よ
う
な
古

い
方
言
が
消
滅
の
危
機
に
あ
り
、
多
く
の
言
語
や
方
言
が
消
滅

す
る
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
そ
れ
ら
を
で
き
る
だ
け
記
録
し
、

で
き
れ
ば
消
滅
し
な
い
よ
う
に
子
ど
も
た
ち
に
伝
え
て
い
く
活

動
を
し
て
い
ま
す
。

二
○
○
九
年
、
ユ
ネ
ス
コ
は
世
界
の
言
語
、
約
六
千
の
う
ち

約
二
、五
○
○
が
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
と
発
表
し
ま
し

〈
ウ
チ
か
ら
見
た
日
本
語
の
多
様
性
〉

危
機
方
言
は
お
も
し
ろ
い
〜
方
言
に
ひ
そ
む
多
様
な
発
想
法
〜

時
空
間
変
異
研
究
系
教
授
　
木
部 

暢
子

講
演

木部 暢子（きべ のぶこ）
時空間変異研究系教授。博士（文学）（九州大学）。各地でお年寄
りに地域のことばを尋ね､それを記録しています。20年くらい
前までは､「方言は悪いことば」「方言なんて調べてどうするの」
と言われることがありましたが､最近は「方言を残したい」と
いう人が多くなりました。お年寄りと子どもが方言で会話で
きるような社会が戻ってくるといいな､と思っています。専門
は､日本語方言学。音声学。音韻論。主な著書に『西南部九州二
型アクセントの研究』（2000）、『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、2013年）､『シリーズ日本語史
1 音韻史』（共著､岩波書店、2016年）などがある。

図1　はじめに

▪2009年、ユネスコは世界の言語約6,000のうち約2,500が消滅の危機
に瀕していると発表しました。
UNESCO Endangered languages
http://www.unesco.org/new/en/culture/themes/endangered-languages/
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た
。
図
1
は
、
近
い
う
ち
に
消
滅
す
る
と
い
わ
れ
て
い
る
言
語
の
所
在
地
を
示
し

て
い
ま
す
。
バ
ル
ー
ン
が
た
っ
て
い
な
い
と
こ
ろ
は
砂
漠
や
山
岳
地
帯
で
す
か
ら
、

人
が
住
ん
で
い
る
地
域
は
、
ほ
と
ん
ど
危
機
言
語
だ
ら
け
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
り

ま
す
。

そ
の
な
か
に
は
、
日
本
で
話
さ
れ
て
い
る
八
つ
の
言
語
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
北
か
ら
ア
イ
ヌ
語
、
八は
ち
じ
ょ
う丈

語
、
奄あ
ま
み美

語
、
国く
に
が
み頭

語
、
沖お
き
な
わ縄

語
、
宮み
や
こ古

語
、

八や
え
や
ま

重
山
語
、
与よ
な
ぐ
に

那
国
語
で
す
。
私
は
普
段
は
南
の
ほ
う
の
方
言
を
専
門
に
研
究
し

て
い
ま
す
。
こ
の
六
年
間
に
調
査
し
た
場
所
を
図
2
に
示
し
ま
す
。
き
ょ
う
は
そ

の
な
か
で
奄
美
語
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
い
る
鹿
児
島
県
の
喜
界
島
と
、
国
頭
語
の

カ
テ
ゴ
リ
ー
に
は
い
る
与
論
島
の
こ
と
ば
に
つ
い
て
、
フ
ィ
ー
ル
ド
調
査
で
経
験

し
た
楽
し
い
お
話
を
し
て
、
皆
様
方
に
も
フ
ィ
ー
ル
ド
の
楽
し
さ
を
味
わ
っ
て
い

た
だ
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。

与
論
島
で
の
経
験
―
複
数
に
は
二
種
類
あ
る
―

今
日
は
、
ク
イ
ズ
を
三
つ
だ
し
ま
す
。
最
初
の
ク
イ
ズ
は
、「
先
生
た
ち
は
東
京

へ
行
き
ま
し
た
。
先
生
は
何
人
で
し
ょ
う
か
」
で
す
。

先
生
は
一
人
だ
と
思
う
人
。
…
…
。
い
ら
っ
し
ゃ
い
ま
せ
ん
ね
。
ほ
と
ん
ど
の

方
は
、
先
生
は
二
人
以
上
と
思
わ
れ
ま
す
よ
ね
。
私
も
そ
う
思
っ
て
い
ま
し
た
。

と
こ
ろ
が
、
沖
縄
県
と
の
県
境
で
、
沖
縄
本
島
の
北
が
手
の
届
き
そ
う
な
と
こ
ろ

に
見
え
る
与
論
島
へ
行
っ
た
と
き
に
、「
え
え
っ
」
と
思
う
こ
と

が
あ
っ
た
ん
で
す
。
図
3
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。
図
3
の
1
は
、

○
○
先
生
、
△
△
先
生
、
□
□
先
生
の
三
人
が
い
ま
す
か
ら
、

先
生
は
二
人
以
上
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま
す
。

私
の
出
身
は
福
岡
県
北
九
州
市
で
す
。
東
京
や
大
阪
、
北
九

州
な
ど
の
方
言
を
ひ
と
ま
と
め
に
し
て
本
土
の
方
言
と
い
っ
て

い
ま
す
。
比
較
的
、
共
通
語
に
近
い
こ
と
ば
を
し
ゃ
べ
っ
て
い

ま
す
。
私
も
「
先
生
た
ち
は
東
京
へ
行
き
ま
し
た
」
と
聞
く
と
、

図
3
の
1
の
パ
タ
ー
ン
を
思
い
浮
か
べ
ま
す
。
し
か
し
、
与
論

島
で
は
、「
先
生
は
一
人
で
す
」
と
い
わ
れ
た
ん
で
す
。
先
生
の

ほ
か
に
生
徒
が
三
人
一
緒
に
行
っ
た
ん
だ
と
。
こ
れ
は
図
3
の

2
の
パ
タ
ー
ン
で
す
。
よ
く
考
え
た
ら
、
共
通
語
の
「
先
生
た

ち
」
は
、
先
生
一
人
と
ク
ラ
ス
の
生
徒
三
人
が
東
京
へ
行
っ
た

と
き
も
使
え
ま
す
。
私
の
北
九
州
方
言
も
そ
う
で
す
。

図2　調査場所

図3　クイズ1「先生たちは東京へ行きました。
先生は何人でしょうか」

島根県隠岐の島

島根県出雲

東京都八丈島
宮崎県椎葉村
鹿児島県喜界島

鹿児島県沖永良部島
鹿児島県与論島

沖縄県久米島

沖縄県
宮古島

1 2

○○先生　△△先生
□□先生　は東京へ
行きました。
＝先生は3人

○○先生
生徒A　生徒B　生徒C
は東京へ行きました。
＝先生は1人
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な
ぜ
、
与
論
で
「
先
生
は
一
人
で
す
」
と
い
わ
れ
た
か
と
い
う
と
、
与

論
方
言
で
は
、
1
と
2
で
異
な
る
こ
と
ば
を
使
う
か
ら
で
す
。
先
生
が

二
人
以
上
い
る
と
き
は
、
図
4
で
赤
く
書
い
た
と
こ
ろ
（
こ
の
文
書
で

は
太
く
書
い
た
と
こ
ろ
）
を
高
く
発
音
し
て
、「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
ヤ
、
東

京
カ
テ
ィ　

イ
ェ
ー
タ
ン
」
と
い
い
、
先
生
一
人
と
生
徒
三
名
の
場
合

は
、「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
ヤ　

東
京
カ
テ
ィ　

イ
ェ
ー
タ
ン
」
と
い
い
、
ア

ク
セ
ン
ト
が
違
い
ま
す
（「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
ヤ
」
の
「
ヤ
」
は
「
は
」
に
当

た
る
助
詞
で
す
）。
与
論
の
話
者
は
、
2
の
場
面
を
想
定
し
て
い
た
の

で
す
。
最
初
、「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
」
と
「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
」
の
区
別
が
あ

る
な
ん
て
思
っ
て
も
い
ま
せ
ん
で
し
た
。
与
論
島
に
行
っ
て
、「
先
生
た

ち
っ
て
い
っ
た
っ
て
二
種
類
あ
る
よ
」
と
い
わ
れ
、
び
っ
く
り
し
た
わ

け
で
す
。

ま
と
め
る
と
、
次
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
複
数
に
は
「
同
類
の
人
が

複
数
」
と
い
う
複
数
（
正
常
複
数
）
と
、
同
類
で
は
な
い
け
れ
ど
「
近
い

関
係
の
人
が
複
数
」
い
る
と
い
う
複
数
（
近
似
複
数
。
連
合
複
数
と
も
い
わ
れ
ま

す
が
、
こ
こ
で
は
近
似
複
数
を
使
い
ま
す
）
の
二
種
類
が
あ
り
ま
す
。
英
語
の
s

を
つ
け
る
複
数
は
正
常
複
数
で
す
。
与
論
方
言
で
は
、
こ
の
二
つ
を
ア
ク
セ
ン
ト

で
「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
」
と
「
セ
ン
セ
イ
タ
ー
」
の
よ
う
に
区
別
し
ま
す
。
一
方
、
共

通
語
は
、
正
常
複
数
と
近
似
複
数
を
区
別
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、
区
別
し
な
い
か

ら
二
種
類
の
概
念
が
な
い
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
そ
の
場
に

応
じ
て
、「
せ
ん
せ
い
た
ち
」
が
ど
ち
ら
の
意
味
を
指
す
か
、
判
断
し
て
い
る
わ
け

で
、
こ
の
二
つ
を
き
ち
ん
と
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
さ
き
ほ
ど
の
ク
イ
ズ

で
「
先
生
は
一
人
」
と
い
う
回
答
が
な
か
っ
た
よ
う
に
、
二
種
類
の
複
数
形
が
あ
る

こ
と
を
、
ふ
だ
ん
は
あ
ま
り
気
に
し
て
い
ま
せ
ん
。

与
論
方
言
の
親
族
名
称
に
み
る
正
常
複
数
と
近
似
複
数

こ
の
よ
う
な
例
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば
、
与
論
方
言
で
、「
お
ば
あ

さ
ん
た
ち
は
元
気
で
す
」
と
い
う
と
き
、
や
っ
ぱ
り
二
つ
あ
り
ま
す
（
図
5
）。
一

つ
は
正
常
複
数
で
、
花
子
お
婆
ち
ゃ
ん
、
喜
久
子
お
婆
ち
ゃ
ん
…
…
た
ち
が
元
気

な
と
き
は
、「
パ
ー
パ
ー
タ
ー
ヤ　

ド
ゥ
ク
サ
ン
」
と
い
い
、
近
似
複
数
の
お
婆
さ

ん
と
お
爺
さ
ん
と
孫
た
ち
と
い
う
場
合
は
、「
パ
ー
パ
ー
タ
ー
ヤ　

ド
ゥ
ク
サ
ン
」

と
い
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
な
使
い
分
け
は
親
族
名
称
に
多
く
な
っ
て
い
ま
す
（
図
6
）。
た
と
え

ば
、
授
業
参
観
に
お
父
さ
ん
と
お
母
さ
ん
が
た
く
さ
ん
き
て
い
て
、
先
生
が
「
は 図5　与論方言「おばあさんたちは元気です」

1 2

（1） 正常複数
 「パーパーターヤ
 ドゥクサン」

（2） 近似複数
 「パーパーターヤ
 ドゥクサン」

図4　「先生たちは東京へ行きました。」
鹿児島与論島方言では……

「センセイターヤ　 
 東京カティ　イェータン」

「センセイターヤ　 
 東京カティ　イェータン」

1 2
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い
、
お
父
さ
ん
た
ち
は
こ
っ
ち
。
お
母
さ
ん
た
ち
は
こ
っ
ち
」
と
誘
導
す
る
よ
う

な
と
き
（
正
常
複
数
）、
共
通
語
で
は
「
お
父
さ
ん
た
ち
」
と
い
い
ま
す
。
ま
た
、

お
父
さ
ん
を
代
表
と
す
る
家
族
み
ん
な
元
気
で
す
と
い
う
と
き
（
近
似
複
数
）
も

「
お
父
さ
ん
た
ち
」
で
す
。
そ
れ
に
対
し
与
論
島
で
は
、
正
常
複
数
の
場
合
は
「
ア

チ
ャ
タ
ー
」、
近
似
複
数
の
場
合
は
「
ア
チ
ャ
タ
ー
」
と
い
い
ま
す
（
与
論
方
言
で

は
「
お
父
さ
ん
」
を
「
ア
チ
ャ
」
と
い
い
ま
す
）。

親
族
名
称
に
は
、
こ
の
よ
う
な
関
係
が
ほ
と
ん
ど
成
り
立
ち
ま
す
。
た
と
え
ば
、

お
婆
さ
ん
の
単
数
は
「
パ
ー
パ
ー
」
で
す
が
、
正
常
複
数
は
「
パ
ー
パ
ー
タ
ー
」、

近
似
複
数
（
お
婆
さ
ん
と
そ
の
仲
間
た
ち
み
た
い
な
複
数
）
は
、「
パ
ー
パ
ー
タ
ー
」

で
す
。
お
母
さ
ん
は
「
ア
ン
マ
ー
タ
ー
」
と
「
ア
ン
マ
ー
タ
ー
」
と
区
別
し
ま
す
。

正
常
複
数
の
と
き
は
、
ど
う
も
、
ア
ク
セ
ン
ト
が
「
タ
ー
」
の
と
こ
ろ
か
ら
上
が

り
、
近
似
複
数
の
と
き
は
、
単
数
形
の
ア
ク
セ
ン
ト
に
「
タ
ー
」
が
く
っ
つ
い
て
い

る
よ
う
で
す
。

こ
の
区
別
が
あ
る
こ
と
を
与
論
島
に
行
っ
て
い
ろ
い
ろ
な
場
面
で
経
験
し
ま
し

た
。
共
通
語
で
は
概
念
と
し
て
は
区
別
し
て
い
ま
す
が
、
ど
の
場
合
も
同
じ
単
語

で
い
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
共
通
語
と
は
違
う
言
語
を
み
る
と
、
共
通
語
の
シ
ス
テ

ム
が
ま
た
新
た
に
見
え
て
く
る
、
そ
う
い
う
楽
し
み
が
あ
る
と
い
う
こ
と
で
す
。

与
論
方
言
を
ま
と
め
る
と
、
図
7
の
よ
う
に
な
り
ま
す
。
正
常
複
数
と
近
似
複

数
は
、
共
通
語
で
は
ど
ち
ら
も
「
た
ち
」
で
す
。
与
論
方
言
で
は
、
ア
ク
セ
ン
ト
が

違
っ
て
い
ま
す
。

喜
界
島
で
の
経
験
―
二
種
類
の「
わ
た
し
た
ち
」

二
つ
め
の
ク
イ
ズ
は
、「『
私
た
ち
』
は
罪
人
で
す
。
―
『
あ
な
た
』
は
罪
人
で
す

か
？
」
で
す
。
こ
れ
は
、
喜
界
島
で
経
験
し
た
こ
と
で
す
。

喜
界
島
は
奄
美
の
一
番
北
の
端
の
島
で
、
そ
の
北
は
点
々
と
島
が
存
在
す
る
ト

カ
ラ
列
島
で
す
。
方
言
調
査
の
と
き
、
人
称
代
名
詞
の
「
わ
た
し
」
と
か
「
あ
な

た
」
は
基
本
項
目
で
す
の
で
、
必
ず
「『
わ
た
し
』
は
な
ん
と
い
い
ま
す
か
」「『
わ
た

し
た
ち
』
は
な
ん
と
い
い
ま
す
か
」「『
あ
な
た
』
は
な
ん
と
い
い
ま
す
か
」「『
あ
な

た
た
ち
』
は
な
ん
と
い
い
ま
す
か
」
と
聞
き
ま
す
。『
わ
た
し
た
ち
』
は　

喜
界
島

で
な
ん
と
い
い
ま
す
か
」
と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、「
わ
た
し
た
ち
っ
て
い
っ
た
っ
て
、

何
種
類
も
あ
る
よ
」
と
い
わ
れ
た
の
で
す
。

た
と
え
ば
、
島
に
調
査
に
行
く
と
、
島
の
人
た
ち
が
歓
迎
会
を
開
い
て
く
れ
ま

図6　親族名称にはこのような例が多い

図7　与論方言の複数形をまとめると……

 単数 正常複数 近似複数　　
「お婆さん」 パーパー パーパーター パーパーター 
「お父さん」 アチャ アチャター アチャター　
「お母さん」 アンマー アンマーター アンマーター  
「おばさん」 フバ フバター フバター
「お兄さん」 ヤカ ヤカター ヤカター
「先生」 センセイ センセイター センセイター
         
  ○○が ○○と
  いっぱい その仲間たち

単　数 正常複数 近似複数

○○が
いっぱい

○○と
その仲間たち

共通語 せんせい せんせいたち

与論方言 センセイ センセイター センセイター
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す
。
そ
こ
で
の
ス
ピ
ー
チ
で
、「
私
た
ち
は
東
京
か
ら
来
ま

し
た
」
と
い
い
ま
す
（
図
8
左
）。
そ
し
て
、
調
査
が
終
わ
っ

て
帰
る
と
き
送
別
会
を
開
い
て
く
れ
、
そ
こ
で
の
ス
ピ
ー
チ

で
、「
あ
ー
楽
し
か
っ
た
で
す
。
私
た
ち
は
一
緒
に
踊
り
を

踊
り
ま
し
た
ね
」
と
い
い
ま
す
（
図
8
右
）。
喜
界
島
で
は
、

宴
会
の
最
後
は
必
ず
踊
り
で
す
。
三
線
を
弾
い
て
み
ん
な
一

緒
に
踊
る
の
が
、
締
め
く
く
り
に
な
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
な

こ
と
が
調
査
の
と
き
何
度
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
こ
で
そ
の
よ

う
な
ス
ピ
ー
チ
を
す
る
わ
け
で
す
。
共
通
語
で
は
、
来
た
と

き
の
挨
拶
も
「
わ
た
し
た
ち
」、
帰
る
と
き
の
挨
拶
も
「
わ
た

し
た
ち
」
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
喜
界
島
方
言
で
は
、
来
た
と

き
の
ス
ピ
ー
チ
は
「
ワ
ン
ナ
ー
」
と
い
い
、
送
別
会
で
楽
し

か
っ
た
ね
と
い
う
と
き
は
、「
ワ
ー
チ
ャ
」
と
い
わ
な
け
れ

ば
い
け
な
い
の
で
す
。
ど
う
違
う
か
を
、
図
9
に
示
し
ま
し

た
。「
私
た
ち
は
東
京
か
ら
来
ま
し
た
」
と
い
う
と
き
の
「
私

た
ち
」
は
、
聞
き
手
を
含
み
ま
せ
ん
。「
私
た
ち
は
一
緒
に
踊

り
を
踊
り
ま
し
た
ね
」
と
い
う
と
き
は
、
聞
き
手
を
含
ん
で
い
ま
す
。
こ
の
二
つ

を
言
い
分
け
る
わ
け
で
す
。
聞
き
手
を
含
ま
な
い
「
私
た
ち
」
は
、
聞
き
手
を
除
外

し
て
い
る
の
で
、「
除
外
の
we
」
と
呼
び
、
聞
き
手
も
含
む
「
私
た
ち
」
は
、「
包
括

の
we
」
と
呼
び
ま
す
。
こ
れ
を
間
違
っ
た
ら
大
変
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
島
に
来

た
と
き
の
挨
拶
で
は
、「
ワ
ン
ナ
ー
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、
ち
ょ
っ

と
覚
え
た
て
の
島
こ
と
ば
を
使
お
う
と
思
っ
て
、「
ワ
ー
チ
ャ
」
と
い
う
と
、
聞
い

て
い
る
島
の
人
た
ち
は
、「
私
は
東
京
の
人
で
は
な
い
よ
」
と
い
う
こ
と
に
な
り
ま

す
。
ま
た
、
別
れ
の
挨
拶
で
、「
ワ
ン
ナ
ー
」
と
い
う
と
、「
え
っ
、
結
局
親
し
く

な
れ
な
か
っ
た
の
か
」
と
思
わ
れ
て
し
ま
う
わ
け
で
す
。

世
界
の
言
語
に
み
る「
私
た
ち
」

い
ろ
い
ろ
な
国
の
こ
と
ば
を
見
る
と
、
欧
米
に
は
こ
の
二
つ
を
区
別
し
な
い
言

語
が
多
く
な
っ
て
い
ま
す
。
英
語
も
ド
イ
ツ
語
、
フ
ラ
ン
ス
語
も
区
別
し
ま
せ
ん

（
図
10
）。

中
国
語
で
は
、「
我
們
（
ウ
ォ
メ
ン
）」
と
「
咱
們
（
ツ
ァ
メ
ン
）」
の
二
つ
の
「
私 図9　喜界島方言の「わたしたち」

図8　共通語の「わたしたち」

喜界島
ワンナー

除外のwe

喜界島
ワーチャ

包括のwe

歓迎会のスピーチで
「私たちは東京から来ました。」

送別会のスピーチで
「私たちは一緒に踊りを踊りま
したね。」

島の人東京の人 島の人東京の人

島の人東京の人

歓迎会のスピーチで
「私たちは東京から来ました。」

共通語
わたしたち

送別会のスピーチで
「私たちは一緒に踊りを踊りま
したね。」

島の人東京の人

共通語
わたしたち
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た
ち
」
が
あ
り
ま
す
。「
我
們
」
は
「
除
外
の
we
」
で
聞
き
手
を
含
み
ま
せ
ん
。「
咱

們
」
は
、
あ
な
た
も
含
ん
だ
「
包
括
の
we
」
で
す
。
た
だ
し
、
中
国
語
で
は
最
近
、

こ
の
二
つ
の
使
い
分
け
が
混
乱
し
つ
つ
あ
る
と
い
う
話
も
聞
き
ま
す
。

ア
フ
リ
カ
の
諸
言
語
に
も
「
除
外
の
we
」
と
「
包
括
の
we
」
の
区
別
が
あ
り
ま

す
。
い
ま
か
ら
一
○
○
年
ほ
ど
前
の
言
語
学
者
、
イ
ェ
ス
ペ
ル
セ
ン（
一
八
六
○
〜

一
九
四
三
）
が
、
次
の
よ
う
な
お
も
し
ろ
い
話
を
引
用
し
て
い
ま
す
。
当
時
、
ア

フ
リ
カ
は
イ
ギ
リ
ス
や
フ
ラ
ン
ス
の
植
民
地
で
、
キ
リ
ス
ト
教
の
普
及
が
さ
か
ん

に
行
わ
れ
て
い
ま
し
た
。
あ
る
と
き
、
宣
教
師
が
現
地
の
人
た
ち
に
向
か
っ
て
い

い
ま
し
た
。「
わ
れ
わ
れ
は
、
み
な
罪
人
で
す
。
わ
れ
わ
れ
は
、
み
な
改
心
し
な

け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
」
と
。
キ
リ
ス
ト
教
で
は
、
人
間
は
原
罪
を
背
負
っ
て
生
ま

れ
て
く
る
た
め
、
み
な
罪
人
で
あ
る
と
教
え
ま
す
。
そ
の
と
き
、
宣
教
師
は
「
除

外
の
we
」（
い
ま
私
が
語
り
か
け
て
い
る
み
な
さ
ん
を
除
い
て
、
わ
た
し
ど
も
と
い

う
意
味
）
の
「
わ
れ
わ
れ
」
と
い
う
現
地
の
こ
と
ば
を
使
っ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。

ほ
ん
と
う
は
、「
包
括
の
we
」
を
使
わ
な
け
れ
ば
い
け
な
か
っ
た
の
に
。
英
語
に
は

こ
の
区
別
が
な
い
の
で
、
こ
の
よ
う
な
間
違
い
を
し
た
と
い
う
笑
い
話
で
す
（
図

11
）。
私
は
喜
界
島
に
い
っ
て
似
た
よ
う
な
過
ち
を
犯
し
そ
う
に
な
り
ま
し
た
か

ら
、
こ
の
宣
教
師
の
気
持
ち
が
よ
く
わ
か
り
ま
す
。

共
通
語
に
は
除
外
、包
括
の
区
別
が
な
い
か

日
本
語
に
「
除
外
の
we
」
と
「
包
括
の
we
」
の
区
別
が

な
い
か
、
い
ろ
い
ろ
探
し
て
み
ま
し
た
。
た
と
え
ば
、

「
私
た
ち
」
の
ほ
か
に
「
私
ど
も
」「
手
前
ど
も
」
と
い
う

言
い
方
が
あ
り
ま
す
。
三
省
堂
の『
言
語
学
大
辞
典
』

か
ら
引
っ
張
っ
て
き
た
例
で
す
が
、
宿
の
主
人
が
お
客

さ
ん
に
向
か
っ
て
、

a
「
私
た
ち
は
一
○
年
前
か
ら
こ
こ
で
営
業
い
た
し

て
お
り
ま
す
」。
こ
れ
は
「
除
外
の
we
」
で
お
客
さ
ん
は

含
み
ま
せ
ん
。

b
「
私
ど
も
は
一
○
年
前
か
ら
こ
こ
で
営
業
い
た
し

て
お
り
ま
す
」。
こ
れ
も
「
除
外
の
we
」
で
す
。

c
「
手
前
ど
も
は
一
○
年
前
か
ら
こ
こ
で
営
業
い
た

図11　「除外のwe」、「包括のwe」

宣教師 アフリカの人 宣教師 アフリカの人

われわれは
罪人です

除外のwe

われわれは
罪人です

包括のwe

図10　2種類の「わたしたち」

・ 英語の we 、ドイツ語のwir、フランス語のnousは 除外、
包括の両方を表す。

・ 中国語の 「我們（ウォメン）」は 「除外のwe」 
 「咱們（ツァメン）」は 「包括のwe」

・ アフリカの諸言語にも「除外のwe」と 「包括のwe」の区別が
ある。

・ イェスペルセン（1860～1943）は次のような話を引用している。

 ある宣教師が黒人たちに向かって
 「われわれは、みな罪人です。われわれは、みな改心しなけ
ればなりません」と言ったとき、「いま私が語りかけているみ
なさんを除いて、わたしども」という意味の「われわれ」とい
うことばを使ってしまった。（イェスペルセン著 安藤貞雄訳 
『文法の原理 中』185頁 ）
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し
て
お
り
ま
す
」。
こ
れ
も
「
除
外
の
we
」
で
す
。

次
に
、「
包
括
の
we
」
の
例
で
す
。
村
長
の
息
子
が

行
方
不
明
に
な
っ
た
の
で
、
あ
る
宿
の
主
人
が
、
大

変
だ
、
み
ん
な
で
捜
し
に
行
き
ま
し
ょ
う
、
と
別
の

宿
の
主
人
た
ち
に
い
い
ま
す
。

a
「
さ
あ
、
私
た
ち
も
手
分
け
し
て
捜
し
ま
し
ょ

う
」。
こ
れ
は
O 

K
で
す
ね
。
聞
い
て
い
る
人
を
含

め
た
「
包
括
の
we
」
で
す
。

b
「
さ
あ
、
私
ど
も
も
手
分
け
し
て
捜
し
ま
し
ょ

う
」。
こ
れ
も
O 

K
で
す
。
も
し
か
し
て
、
O 
K
で

は
な
い
と
い
う
方
も
い
ら
っ
し
ゃ
る
か
も
し
れ
ま
せ

ん
が
、
村
長
の
息
子
に
対
し
て
謙
譲
の
意
味
が
含

ま
れ
る
の
で
、
O 

K
だ
と
思
い
ま
す
。
こ
の
二
つ
は

「
包
括
の
we
」
で
、
聞
き
手
も
含
み
ま
す
。
で
は
、

c
「
さ
あ
、
手
前
ど
も
も
手
分
け
し
て
捜
し
ま

し
ょ
う
」
は
、
ど
う
で
し
ょ
う
。『
言
語
学
大
辞
典
』
で
は
「
だ
め
」
と
い
う
判
断
を

し
て
い
ま
す
。
た
だ
し
、
私
は
こ
れ
に
関
し
て
、
内
省
が
で
き
ま
せ
ん
。
と
い
う

の
は
、「
手
前
ど
も
」
と
い
う
こ
と
ば
を
、
日
常
生
活
で
使
っ
た
こ
と
が
な
い
か
ら

で
す
。
皆
様
方
の
な
か
に
も
、
あ
ま
り
使
っ
た
こ
と
の
な
い
方
が
多
い
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
使
っ
た
経
験
が
な
い
の
で
、
い
い
と
も
悪
い
と
も
な
か
な
か
判
断
で
き

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
、「
手
前
ど
も
」
は
考
察
か
ら
外
す
こ
と
に
し
ま
し
ょ
う
。
そ
う

す
る
と
、「
私
た
ち
」「
私
ど
も
」
は
「
包
括
の
we
」
と
「
除
外
の
we
」
の
二
つ
を
表
し

て
区
別
が
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。

喜
界
島
を
境
界
線
と
し
て
、
そ
れ
よ
り
北
側
は
「
包
括
の
we
」
と
「
除
外
の
we
」

の
区
別
が
な
く
、
南
側
は
区
別
が
あ
り
ま
す
（
図

12
）。
奄
美
・
沖
縄
に
も
区
別
が
な
い
方
言
が
あ
り

ま
す
が
、
一
般
的
に
区
別
が
あ
る
と
こ
ろ
が
多
く

な
っ
て
い
ま
す
。

与
論
島
で
の
経
験
│
出
来
事
を
人
に
伝
え

る
と
き
に
…
…

最
後
に
、
ま
た
与
論
島
の
話
で
す
。
共
通
語
で
は

「
聖
徳
太
子
は
…
…
と
言
っ
た
」
と
ふ
つ
う
に
い
い
ま

す
が
、
与
論
島
で
「
聖
徳
太
子
は
…
…
と
言
っ
た
」

と
い
う
と
、「
え
っ
、
い
つ
聞
い
た
の
」
と
い
わ
れ
て

し
ま
い
ま
す
。
何
が
問
題
か
と
い
う
と
、
直
接
、
聞

い
て
も
い
な
い
の
に
、
な
ぜ
、「
言
っ
た
」
と
い
え
る

の
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。

「
お
じ
さ
ん
は
『
明
日
海
に
つ
れ
て
い
く
』
と
言
っ
た
」（
直
接
、
聞
い
た
）、「
聖

徳
太
子
は
『
和
を
以
て
尊
し
と
為
す
』
と
言
っ
た
」（
直
接
、
聞
い
て
い
な
い
）の
二

つ
の
「
言
っ
た
」
を
、
共
通
語
で
は
同
じ
語
形
で
い
い
ま
す
が
、
与
論
島
で
は
同

じ
語
形
で
は
い
え
ま
せ
ん
。
自
分
が
お
じ
さ
ん
か
ら
直
接
聞
い
た
と
き
は
、「
フ

ジ
ョ
ー
『
ア
ッ
チ
ャ
ー　

ウ
ン
カ
テ
ィ　

ソ
ー
ユ
ン
』
チ　

イ
ェ
ー
タ
ン
」
と
い
い
、

聖
徳
太
子
の
と
き
は
、「
イ
ェ
ー
タ
ン
」
は
だ
め
で
、「
聖
徳
太
子
ヤ
『
和
を
以
て
尊

し
と
為
す
』
チ
チ　

ウ
ワ
ー
チ
ャ
ン
」
と
い
わ
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。「
イ
ェ
ー

タ
ン
」
を
使
う
と
、
聖
徳
太
子
の
こ
と
ば
を
じ
か
に
聞
い
た
こ
と
に
な
り
、
話
手

が
飛
鳥
時
代
に
生
き
て
い
た
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

喜界島

除外・包括の
区別なし

除外・包括の
区別あり

図12　「除外のwe」、「包括のwe」の区別
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出
来
事
を
人
に
伝
え
る
と
き
、
与
論
方
言
で
は
、「
自
分
が
直
接
見
た
り
聞
い

た
り
し
た
こ
と
」
と
そ
う
で
な
い
こ
と
を
言
い
分
け
る
こ
と
が
徹
底
し
て
い
ま
す
。

た
と
え
ば
、
話
し
手
が
「
太
郎
が
海
に
行
っ
た
こ
と
」
を
目
撃
し
た
と
き
は
、「
太

郎
ヤ　

ウ
ン
カ
テ
ィ　

イ
キ
ュ
ー
タ
ン
」
と
い
い
ま
す
が
、
た
ん
な
る
過
去
の
事

実
や
目
撃
し
て
い
な
い
と
き
は
、「
太
郎
ヤ　

ウ
ン
カ
テ
ィ　

イ
ジ
ャ
ン
」
と
い
い

ま
す
。「
イ
キ
ュ
ー
タ
ン
」
は
、
関
西
の
「
行
き
よ
っ
た
」
に
あ
た
り
ま
す
。
こ
れ

が
、
目
撃
し
た
こ
と
を
あ
ら
わ
す
よ
う
に
な
っ
た
の
で
す
。

ま
た
、
話
手
の
過
去
の
経
験
の
「
私
は　

海
に
行
っ
た
」
も
、「
ワ
ナ
ー　

ウ
ン

カ
テ
ィ　

イ
ジ
ャ
ン
」
と
い
い
ま
す
。
な
ぜ
、
自
分
の
経
験
が
「
イ
キ
ュ
ー
タ
ン
」

で
は
な
く
「
イ
ジ
ャ
ン
」

か
と
い
う
と
、
自
分
の
こ

と
は
自
分
で
見
え
な
い
か

ら
で
す
。
つ
ま
り
、
目
で

見
て
い
る
か
、
見
て
い
な

い
か
が
重
要
な
の
で
す
。

言
語
学
で
は
こ
れ
を
エ
ビ

デ
ン
シ
ャ
リ
テ
ィ
、
証
拠

性
と
い
い
ま
す
。
与
論
方

言
は
そ
の
こ
と
を
と
っ
て

も
大
事
に
す
る
言
語
で

す
。ま

と
め
る
と
、
次
の
よ

う
に
な
り
ま
す
。
与
論
方

言
で
は
、
直
接
、
見
た
り

聞
い
た
り
し
た
こ
と
と
、
そ
う
で
な
い
こ
と
を
言
い
分
け
ま
す
。「
行
っ
た
」
は
、

直
接
、
見
た
と
き
は
「
イ
キ
ュ
ー
タ
ン
」、
見
て
い
な
い
と
き
は
「
イ
ジ
ャ
ン
」
で

す
。
共
通
語
は
「
行
っ
た
」
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
自
分
の
こ
と
は
自
分
で
見
る
こ
と

が
で
き
ま
せ
ん
か
ら
、
自
分
の
経
験
は
「
イ
ジ
ャ
ン
」
で
す
。

ま
と
め

三
つ
の
お
話
を
し
ま
し
た
。
最
初
は
、「
○
○
が
い
っ
ぱ
い
」「
○
○
と
そ
の
仲

間
た
ち
」
の
二
種
類
の
複
数
形
の
区
別
を
共
通
語
は
し
ま
せ
ん
が
、
奄
美
の
与
論

方
言
で
は
す
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
二
つ
目
は
、
聞
き
手
を
含
め
る
か
、
含
め
な

い
か
の
区
別
を
共
通
語
は
し
ま
せ
ん
が
、
奄
美
の
喜
界
島
方
言
で
は
す
る
と
い
う

こ
と
で
す
。
三
つ
目
は
、
自
分
が
直
接
、
見
た
り
聞
い
た
り
し
た
こ
と
か
、
そ
う

で
な
い
こ
と
か
の
区
別
を
共
通
語
は
し
ま
せ
ん
が
、
奄
美
の
与
論
方
言
で
は
す
る

と
い
う
こ
と
で
す
。

で
は
、
ど
う
し
て
共
通
語
に
こ
の
区
別
が
な
い
の
か
、
共
通
語
で
言
い
分
け

た
い
と
き
は
ど
う
す
る
の
か
、
と
い
う
疑
問
が
わ
い
て
き
ま
す
。
じ
つ
は
こ
れ
が

と
っ
て
も
楽
し
い
の
で
す
。
で
す
か
ら
、
危
機
方
言
は
お
も
し
ろ
い
と
い
う
表
題

を
つ
け
ま
し
た
。
こ
の
よ
う
な
方
言
が
な
く
な
っ
て
し
ま
う
と
、
こ
う
い
う
発
見

の
楽
し
み
が
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。
楽
し
み
が
な
く
な
ら
な
い
よ
う
に
、
で

き
る
だ
け
危
機
方
言
を
記
録
し
、
ま
た
伝
え
て
い
き
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
皆

様
方
も
、
で
き
る
だ
け
こ
う
い
う
楽
し
い
経
験
を
な
さ
っ
て
い
た
だ
き
た
い
と

思
っ
て
い
る
し
だ
い
で
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。


