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■
講
演
者
…
…
梁　

彰
容
（
韓
国
・
済
州
大
学
校
教
授
）

■
司　

会
…
…
矢
頭
典
枝（
本
学
英
米
語
学
科
准
教
授
、
グ
ロ
ー

バ
ル
・
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
研
究
所
副
所
長
）

■
使
用
言
語
…
…
英
語

１
．
は
じ
め
に

言
語
は
私
た
ち
が
毎
日
吸
う
空
気
の
よ
う
な
も
の
で
す
。
こ
れ
は
物

理
的
に
は
そ
の
通
り
な
の
で
す
が
、
そ
う
す
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問

が
浮
か
ん
で
き
ま
す
。
私
た
ち
は
な
ぜ
言
語
を
使
用
す
る
の
で
し
ょ
う

か
。
こ
れ
に
少
し
時
間
を
か
け
て
答
え
て
み
ま
し
ょ
う
。
人
間
は
、
日

常
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
中
で
、
自
分
の
考
え
を
互
い
に
伝
え
合

う
た
め
に
言
語
を
使
用
し
ま
す
。
こ
れ
は
、
他
の
動
物
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
と
は
異
な
り
ま
す
。
鳥
や
蜂
は
ダ
ン
ス
を
し
て
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
と
っ
た
り
し
ま
す
が
、
人
間
が
す
る
よ
う
に
言
語
を
創
造
的

に
使
用
す
る
こ
と
は
し
ま
せ
ん
。

他
に
も
言
語
に
は
多
く
の
働
き
が
あ
り
ま
す
が
、
こ
の
よ
う
な
意
味

で
考
え
る
と
、
人
は
出
会
っ
た
人
た
ち
と
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
を
確
立
し
、

発
展
さ
せ
、
そ
し
て
維
持
し
て
い
く
た
め
に
言
語
を
使
用
し
て
い
る
と

言
う
こ
と
も
で
き
る
で
し
ょ
う
。
こ
れ
は
言
語
が
、
私
た
ち
を
社
会
的

な
存
在
と
し
て
決
定
づ
け
る
一
種
の
社
会
的
な
リ
ン
ク（
つ
な
が
り
）で

あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
私
た
ち
が
あ
る
言
語
を
使
用
す
る
と

き
、
私
た
ち
は
、
言
語
に
よ
っ
て
気
持
ち
が
高
め
ら
れ
、
自
分
の
考
え

が
引
き
出
さ
れ
る
こ
と
で
、
社
会
と
つ
な
が
る
の
で
す
。

世
界
で
は
、
約
七
〇
〇
〇
の
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
と
言
わ
れ
て
い

ま
す
。
そ
う
な
る
と
当
然
、
そ
れ
と
同
じ
く
ら
い
の
数
の
異
な
る
考
え

方
が
存
在
し
て
い
る
と
推
測
で
き
ま
す
。
こ
れ
が
、
世
界
中
の
言
語
の

発
展
と
消
滅
に
直
面
す
る
私
た
ち
が
話
し
合
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
大

二
〇
一
七
年
六
月
一
九
日　

開
催
〈
グ
ロ
ー
バ
ル
・
リ
テ
ラ
シ
ー
と
は
何
か
：
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
ー
言
語
と
社
会
の
視
点
か
ら
考
え
る
（
第
一
弾
）〉

危
機
言
語
に
対
す
る
言
語
意
識
向
上
の
た
め
に

―
済
州
語
の
事
例
か
ら 

梁　

彰
容

 

（
和
訳
＝
ミ
ラ
ー
成
三
）
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危機言語に対する言語意識向上のために

き
な
理
由
の
一
つ
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。
こ
の
言
語
的
な
多
様
性
は
、

人
々
が
知
的
労
働
に
よ
っ
て
貴
重
な
産
物
を
創
り
出
す
と
き
に
大
き
な

役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
広
く
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
ケ

ン
・
ヘ
イ
ル
（Ken H

ale

）
と
い
う
言
語
学
者
は
、
そ
の
土
地
の
現
地

語
の
消
滅
に
つ
い
て
、「
多
様
で
興
味
深
い
知
的
財
産
や
、
人
間
の
精
神

的
産
業
に
よ
る
き
わ
め
て
貴
重
な
産
物
の
、
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
消

滅
で
も
あ
る
」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
）
1
（

。
ま
た
別
の
見
方
を
す
れ
ば
、
現

地
語
の
消
滅
は
、
多
様
な
文
化
、
伝
統
的
な
知
識
、
共
同
体
の
価
値
な

ど
の
消
滅
に
も
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
言
語
学
者
の
間
で
は
、
言
語
は
私

た
ち
個
人
、
も
し
く
は
所
属
す
る
共
同
体
の
自
己
イ
メ
ー
ジ
を
反
映
す

る
と
考
え
ら
れ
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
私
た
ち
が
言
語
を
保
存
し
、
使

用
す
る
、
単
純
で
す
が
本
質
的
な
理
由
だ
と
言
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。

こ
れ
ら
の
こ
と
を
念
頭
に
入
れ
、
こ
の
講
演
で
は
、
危
機
言
語
に
つ

い
て
探
り
な
が
ら
、
言
語
の
問
題
や
そ
の
真
の
価
値
に
対
す
る
意
識
の

向
上
を
試
み
ま
す
。
と
く
に
今
回
は
、
危
機
言
語
の
一
つ
で
あ
る
済
州

語
（Jejueo

）
に
焦
点
を
当
て
て
お
話
し
た
い
と
思
い
ま
す
。

梁　彰容氏

開会の挨拶をするファン先生
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２
．
な
ぜ
言
語
な
の
か
？

２
．１　

あ
な
た
は
何
者
？

：

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

言
語
は
、
私
た
ち
が
人
間
と
し
て
経
験
を
重
ね
る
う
え
で
重
要
な
役

割
を
果
た
し
て
お
り
、
私
た
ち
が
話
す
言
語
は
、
私
た
ち
が
ど
の
よ
う

に
考
え
、
ど
の
よ
う
に
世
界
を
見
て
、
ど
の
よ
う
に
生
き
る
の
か
を
深

く
は
っ
き
り
と
形
づ
く
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
私
た
ち
人
間
は
、
言

語
が
私
た
ち
の
存
在
の
中
心
的
な
核
で
あ
り
、
私
た
ち
が
持
つ
他
の
何

よ
り
も
自
分
の
存
在
を
形
づ
く
っ
て
い
る
も
の
だ
と
感
じ
て
い
ま
す
。

す
な
わ
ち
、
言
語
は
共
同
体
ま
た
は
個
人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
象

徴
す
る
印
、
も
し
く
は
指
標
と
し
て
使
わ
れ
う
る
の
で
す
。
そ
し
て
こ

れ
は
、
言
語
が
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
や
集
団
の
利
益
の
感
覚
を
共
有
す

る
人
々
を
束
ね
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。

こ
の
よ
う
に
言
語
は
、
人
間
文
化
独
自
の
も
の
と
し
て
、
人
々
と
自
分

た
ち
の
先
祖
や
遺
産
と
を
結
び
つ
け
る
ツ
ー
ル
と
な
り
、
そ
の
歴
史
と

自
己
イ
メ
ー
ジ
を
通
し
て
、
人
間
の
経
験
の
生
来
的
な
部
分
を
構
成
し

て
い
る
の
で
す
。

２
．２　

な
ぜ
危
機
言
語
を
保
存
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
？

世
界
の
言
語
に
関
す
る
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
「
エ
ス
ノ
ロ
ー
グ
（Ethno-

logue

）」
の
リ
ス
ト
に
よ
る
と
、
二
〇
一
七
年
九
月
現
在
、
世
界
に
は

七
〇
九
九
の
言
語
が
存
在
し
て
い
ま
す
。
驚
く
べ
き
こ
と
に
、
そ
の
う

ち
わ
ず
か
三
％
の
言
語
を
話
す
人
た
ち
が
、
世
界
人
口
の
九
六
％
を
占

め
て
い
ま
す
。
で
は
、
他
の
言
語
は
ど
う
な
っ
て
し
ま
う
の
で
し
ょ
う

か
。
そ
れ
ら
の
言
語
は
消
滅
の
過
程
に
あ
り
ま
す
。
言
語
学
の
立
場
で

は
、
こ
う
し
た
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
言
語
の
こ
と
を
「
危
機
言

語
」
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

言
語
は
日
常
生
活
に
お
い
て
い
く
つ
か
の
機
能
を
果
た
し
て
い
ま
す
。

こ
れ
は
、
そ
の
言
語
が
ど
の
く
ら
い
使
わ
れ
て
い
る
か
、
ど
の
く
ら
い

の
勢
力
を
持
っ
て
い
る
か
と
い
う
「
言
語
活
力（Language vitality

）」

の
強
さ
を
判
断
す
る
と
き
に
も
、
複
数
の
要
因
と
関
連
づ
け
て
考
え
る

必
要
が
あ
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
ま
す
。
言
語
の
消
滅
危
機
は
、
言
語

活
力
の
評
価
に
基
づ
い
て
お
り
、
複
雑
で
相
互
関
係
の
あ
る
複
数
の
要

因
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
言
語
活
力
に
は
多
く
の
判
定
方

法
が
あ
り
ま
す
が
、
ユ
ネ
ス
コ
の
評
価
事
項
に
は
、
共
同
体
の
中
に
ど

れ
く
ら
い
話
者
が
い
る
か
、
世
代
間
の
言
語
継
承
、
言
語
を
使
用
す
る

領
域
、
話
者
の
言
語
バ
ラ
エ
テ
ィ
に
対
す
る
態
度
と
い
っ
た
こ
と
が
挙

げ
ら
れ
て
い
ま
す
。
逆
に
言
う
と
、
こ
の
よ
う
な
多
様
な
要
因
は
、
言

語
保
持
の
過
程
に
も
関
わ
っ
て
き
ま
す
。
複
数
の
要
因
は
、
異
な
る
社

会
状
況
に
お
い
て
混
ざ
り
合
い
、
互
い
に
影
響
し
あ
っ
て
い
る
の
で
す
。

そ
う
な
る
と
、
次
の
よ
う
な
疑
問
が
浮
か
び
ま
す
。
な
ぜ
危
機
言
語

を
保
持
す
る
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
れ
に
つ
い
て
言
語
学
者
の
ウ
イ
リ
ア

ム
・
オ
グ
レ
デ
ィ（W

illiam
 O

’G
rady

）は
、
次
の
四
つ
の
理
由
を
挙

げ
て
い
ま
す
（O

’G
rady, 2017

）
2
（

）。
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危機言語に対する言語意識向上のために

‒ 

言
語
に
関
わ
る
理
由
：
世
界
の
ど
の
言
語
も
、
言
語
の
働
き
と
そ

れ
が
時
間
と
と
も
に
ど
の
よ
う
に
変
化
し

う
る
か
に
つ
い
て
、
重
要
な
手
が
か
り
を

提
供
し
て
い
る
。

‒ 

遺
産
に
関
わ
る
理
由
：
危
機
言
語
は
す
べ
て
の
共
同
体
全
体
に
お

け
る
言
語
的
、
文
化
的
な
財
産
で
あ
る
。

例
え
ば
、
済
州
語
は
済
州
島
だ
け
で
な
く

韓
国
全
体
の
財
産
で
あ
る
。

‒ 

多
様
性
に
関
わ
る
理
由
：
人
間
の
生
活
の
す
べ
て
の
面（
芸
術
、
音

楽
、
舞
踊
、
文
学
、
言
語
）に
お
い
て
は
、

様
々
な
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
革
新
が
あ
る

こ
と
が
望
ま
し
い
。
均
一
性
は
健
全
な
文

化
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
。

‒ 

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
わ
る
理
由
：
言
語
は
ア
イ
デ
ン
テ
ィ

テ
ィ
や
共
同
体
に
対
す
る
意
識
を
高
め

る
。

３
．
済
州
語
の
ス
ト
ー
リ
ー
、
済
州
の
言
語

３
．１　

済
州
と
済
州
語

済
州
は
火
山
島
で
、
最
後
に
噴
火
が
起
き
た
の
は
五
〇
〇
〇
年
ほ
ど

前
に
な
り
ま
す
。
韓
国
最
大
の
島
と
し
て
、
七
万
年
ほ
ど
前
か
ら
人
々

が
暮
ら
し
て
い
ま
す
。
居
住
初
期
の
状
況
と
近
代
の
島
民
と
の
関
係
は

あ
ま
り
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
が
、
そ
の
孤
立
し
た
地
理
的
位
置

に
よ
り
、
と
て
も
独
特
な
文
化
的
、
自
然
的
価
値
を
持
っ
て
い
ま
す
。

済
州
島
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語
に
も
同
様
の
こ
と
が
言
え
る
で
し
ょ
う
。

済
州
語
は
韓
国
の
済
州（
島
）で
使
用
さ
れ
て
い
る
言
語
で
す
。
非
常

に
長
い
間
使
わ
れ
て
い
ま
す
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
済
州
で
済
州
語
が
話

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
か
、
詳
し
く
は
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
済
州

語
は
韓
国
語
と
共
通
し
た
特
徴
を
多
く
持
っ
て
い
ま
す
が
、
言
語
学
的

な
観
点
か
ら
見
る
と
、
非
常
に
独
特
な
も
の
で
す
。
そ
の
独
自
性
は
昔

か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、
例
え
ば
、
一
七
世
紀
に
済
州
に
六
ヵ
月

滞
在
し
た
あ
る
旅
行
者
は
、
島
民
の
話
し
言
葉
が
な
か
な
か
理
解
で
き

な
か
っ
た
と
語
っ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
済
州
と
そ
の
言
語
で
あ
る
済

州
語
の
資
料
は
少
な
く
、
済
州
語
と
韓
国
語
が
い
つ
ご
ろ
区
別
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
の
か
を
知
る
こ
と
は
困
難
で
、
不
可
能
だ
と
も
言
え
ま

す
。
そ
の
よ
う
な
こ
と
も
あ
り
、
済
州
語
は
今
で
も
韓
国
語
の
方
言
、

す
な
わ
ち
韓
国
の
地
方
語
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
ま
す
。

３
．２　

言
語
と
方
言

先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
済
州
語
は
韓
国
語
の
方
言
と
し
て
知
ら
れ
て

い
ま
す
。
こ
れ
は
政
府
主
導
の
標
準
語
政
策
が
大
き
な
理
由
で
、
韓
国

の
地
方
の
言
語
変
種
は
、
徹
底
し
て
方
言
す
な
わ
ち
標
準
語
よ
り
も
レ

ベ
ル
の
低
い
言
語
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
ま
し
た
。
実
の
と
こ
ろ
、
韓
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国
が
独
立
し
た
時
期
に
は
、
韓
国
人
の
多
く
は
韓
国
語
の
読
み
書
き
が

で
き
ず
、
日
本
語
と
韓
国
語
を
併
用
し
て
い
ま
し
た
。
こ
れ
が
、
新
政

府
が
標
準
語
政
策
を
積
極
的
に
進
め
た
理
由
で
す
。
韓
国
の
言
語
事
情

が
政
治
的
な
事
柄
と
密
接
に
関
係
し
て
い
る
こ
と
は
想
像
に
難
く
な
い

で
し
ょ
う
。
言
語
と
方
言
の
関
係
性
に
つ
い
て
、
オ
グ
レ
デ
ィ

（O
’G
rady, 2017:1

）
3
（

）
は
、「
近
代
の
歴
史
の
中
で
、′
言
語

と′
方

言
の
区
別
は
非
常
に
政
治
的
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
よ
り
大
き
い
あ

る
い
は
権
力
の
あ
る
共
同
体
の
言
葉
が
言
語
で
あ
り
、
小
さ
い
あ
る
い

は
影
響
力
の
小
さ
い
集
団
の
言
葉
が
方
言
と
さ
れ
る
。（
中
略
）〝
言
語

と
は
、
陸
軍
と
海
軍
を
持
つ
方
言
の
こ
と
で
あ
る
〞（
マ
ッ
ク
ス
・
ヴ
ァ

イ
ン
ラ
イ
ヒ
、M

ax W
einreich

）」
と
指
摘
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
韓

国
で
は
、
済
州
島
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語
が
き
わ
め
て
独
特
で
、
相
互

に
理
解
が
難
し
い
と
い
う
認
識
が
一
般
的
に
あ
り
ま
す
。
韓
国
語
の
言

語
変
種
の
一
つ
と
し
て
、
済
州
の
言
語
は
独
立
し
た
社
会
的
地
位
を

持
っ
て
い
る
と
言
え
る
で
し
ょ
う
。

３
．３　

相
互
理
解
の
難
し
さ

言
語
学
者
に
よ
る
近
年
の
学
術
的
努
力
と
、
済
州
語
の
活
動
家
に
よ

る
意
識
向
上
運
動
に
よ
っ
て
、
言
語
と
方
言
の
認
識
に
関
わ
る
問
題
は

少
し
ず
つ
改
善
さ
れ
て
き
て
い
ま
す
。
あ
る
言
語
学
者
は
、
言
語
と
方

言
を
区
別
す
る
基
準
は
言
語
学
的
で
あ
る
べ
き
だ
と
主
張
し
て
い
ま
す
。

つ
ま
り
、
言
語
と
方
言
は
相
互
理
解
の
難
し
さ
に
基
づ
い
て
区
別
さ
れ

る
べ
き
で
、
二
つ
の
方
言
が
互
い
に
理
解
が
難
し
い
場
合
に
は
異
な
る

言
語
と
し
て
分
類
さ
れ
る
べ
き
だ
と
述
べ
て
い
ま
す
。

済
州
語
と
韓
国
語
と
の
関
係
に
つ
い
て
言
う
と
、
最
近
の
研
究
で
は
、

済
州
の
言
語
は
韓
国
の
他
の
地
域
の
言
語
と
は
相
互
理
解
が
困
難
で
あ

り
、
こ
れ
ら
を
異
な
る
言
語
と
し
て
み
な
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う

議
論
が
な
さ
れ
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
最
近
、
私
は
自
分
の
研
究
チ
ー
ム

を
立
ち
上
げ
、
済
州
語
の
理
解
度
を
分
析
す
る
た
め
の
実
験
を
行
い
ま

し
た
。
そ
し
て
、
済
州
語
が
韓
国
語
と
は
異
な
る
「
姉
妹
語
」
で
あ
る

と
い
う
事
実
を
明
ら
か
に
し
ま
し
た
。

共
通
の
起
源
を
探
っ
て
い
く
と
、
済
州
語
と
韓
国
語
は
同
じ
系
統
の

語
族
に
分
類
さ
れ
ま
す
。
言
語
学
的
な
観
点
か
ら
見
る
と
、
両
言
語
の

類
似
点
と
相
違
点
に
は
規
則
性
が
あ
り
、
こ
れ
は
、
あ
る
言
語
と
言
語

と
が
相
互
に
持
つ
関
連
性
と
非
常
に
よ
く
似
て
い
ま
す
。
こ
の
よ
う
な

分
析
か
ら
、
済
州
語
は
韓
国
語
の
姉
妹
語
で
あ
る
と
み
な
す
こ
と
が
で

き
、
さ
ら
に
そ
れ
は
、
済
州
語
が
韓
国
語
の
方
言
で
は
な
く
、
韓
国
・

朝
鮮
語
族
の
言
語
の
一
つ
で
あ
る
こ
と
に
疑
い
が
な
い
こ
と
を
証
明
し

て
い
ま
す
。

３
．４　

済
州
語

：

過
去
か
ら
現
在
ま
で

済
州
で
は
、
大
き
く
分
け
る
と
、
朝
鮮
戦
争
（
一
九
五
〇
―
一
九
五

三
）
が
言
語
の
地
位
の
転
換
点
に
な
っ
て
い
ま
す
。
朝
鮮
戦
争
の
前
ま

で
の
済
州
は
、
済
州
語
が
優
勢
と
さ
れ
る
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
な
社
会
と
言
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危機言語に対する言語意識向上のために

う
こ
と
が
で
き
ま
し
た
。
と
こ
ろ
が
、
戦
後
に
な
る
と
韓
国
語
が
流
入

し
、
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
な
社
会
へ
と
変
化
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
は
二
つ
の

理
由
が
あ
り
ま
す
。
ま
ず
一
つ
は
、
中
央
政
府
が
国
の
均
一
化
の
た
め
、

学
校
や
公
共
領
域
に
お
け
る
済
州
語
の
使
用
を
禁
止
す
る
言
語
政
策
を

進
め
た
こ
と
で
す
。
そ
し
て
二
つ
目
は
、
韓
国
語
が
社
会
的
、
経
済
的

な
文
脈
に
お
い
て
高
い
地
位
を
持
っ
て
い
た
た
め
、
済
州
の
人
々
が
標

準
韓
国
語
を
学
ぶ
こ
と
を
望
ん
だ
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
結
果
と
し

て
、
済
州
の
様
々
な
領
域
に
お
い
て
済
州
語
は
使
用
さ
れ
な
く
な
っ
て

い
き
ま
し
た
。

３
．５　

済
州
語
の
現
状

済
州
語
が
独
立
し
た
言
語
で
あ
る
と
い
う
認
識
の
も
と
、
地
域
の
活

動
家
や
言
語
学
者
お
よ
び
地
方
の
行
政
は
、
済
州
の
言
語
を
保
存
す
る

努
力
を
行
っ
て
き
ま
し
た
。
彼
ら
の
努
力
の
結
果
、
済
州
語
は
二
〇
一

〇
年
に
、
ユ
ネ
ス
コ
（
国
際
連
合
教
育
科
学
文
化
機
関
）
が
発
行
し
た

『
消
滅
の
危
機
に
あ
る
世
界
の
言
語
地
図
（Atlas of the W

orld ’s 
Languages in D

anger

）』
に
お
い
て
、「
非
常
に
深
刻
な
消
滅
危
機

に
あ
る
言
語（critically endangered language

）」
に
認
定
さ
れ
ま

し
た
。

貴
重
な
文
化
財
産
で
あ
る
済
州
語
の
ユ
ネ
ス
コ
へ
の
登
録
は
、
地
域

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
よ
る
済
州
語
の
保
存
活
動
を
強
く
推
進
す
る
こ
と
に

な
り
ま
し
た
。
こ
の
ユ
ネ
ス
コ
登
録
以
降
の
地
域
に
よ
る
様
々
な
努
力

は
、
主
に
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
も
の
と
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
も
の
に
ま
と
め

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
も
の
に
は
、
経
済
的
な
援
助

や
言
語
計
画
な
ど
の
行
政
的
な
努
力
が
含
ま
れ
ま
す
。
特
に
、
済
州
の

地
方
政
府
が
「
済
州
語
の
保
存
と
活
性
化
運
動
（Jeju Language 
Preservation and Prom

otion Act

）」
を
公
式
に
発
表
し
た
の
は
印

象
的
で
す
。
他
方
、
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
も
の
は
個
人
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団
体
に

よ
る
積
極
的
な
努
力
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
中
で
、
済
州
語
保
存
学

会
は
、
基
礎
済
州
語
コ
ー
ス
の
開
講
、
済
州
語
ス
ピ
ー
チ
コ
ン
テ
ス
ト

の
開
催
、
他
の
言
語
に
よ
る
記
録
な
ど
の
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
行
っ
て
お
り
、

大
き
な
役
割
を
担
っ
て
い
ま
す
。
こ
れ
ら
の
様
々
な
活
動
や
プ
ロ
グ
ラ

ム
を
通
し
て
、
済
州
語
の
保
存
に
対
す
る
運
動
は
再
び
勢
い
を
取
り
戻

し
て
い
ま
す
。

４
．
展
望

繰
り
返
し
に
な
り
ま
す
が
、
言
語
は
疑
い
な
く
、
私
た
ち
の
生
活
に

欠
か
す
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。
言
語
を
失
う
と
い
う
こ
と
は
、

共
同
体
が
共
有
す
る
世
界
観
、
文
化
、
そ
し
て
知
識
を
失
う
こ
と
を
意

味
し
ま
す
。
こ
れ
が
、
私
た
ち
が
危
機
言
語
を
気
に
か
け
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
理
由
で
す
。

言
語
の
保
存
に
対
す
る
努
力
に
は
長
期
間
に
わ
た
る
働
き
か
け
が
求

め
ら
れ
、
言
語
と
し
て
の
土
壌
を
再
び
得
る
た
め
に
は
政
治
的
な
援
助
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と
言
語
学
者
の
関
与
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
言
語
保
存
に

関
し
て
は
、
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
け
る
ハ
ワ
イ
語
、
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ

ン
ド
に
お
け
る
マ
オ
リ
語
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
に
お
け
る
多
数
の
地
方
言
語

な
ど
、
様
々
な
モ
デ
ル
が
あ
り
ま
す
。

済
州
の
人
々
も
、
他
の
危
機
言
語
を
話
す
人
々
と
同
様
に
、
権
力
に

よ
っ
て
無
視
さ
れ
、
と
き
に
は
抑
圧
さ
れ
て
き
た
自
分
た
ち
の
母
国
語
、

済
州
語
に
つ
い
て
心
配
を
し
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
危
機
的
な
状
況
に

あ
り
な
が
ら
も
済
州
語
は
、
済
州
文
化
の
懸
け
橋
と
し
て
、
そ
の
言
語

的
な
価
値
に
対
す
る
意
識
が
高
ま
っ
て
お
り
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の

主
な
焦
点
と
な
っ
て
い
ま
す
。

注（1） 
H
ale, 

Ken. 
1995. 

U
niversal 

G
ram
m
ar 
and 

the 
necessity of linguistic diversity. Presidential address 
delivered at the annual m

eeting of the Linguistic 
Society of Am

erica, N
ew
 O
rleans.

（2） 
O

’G
rady, 

W
illiam

. 
2017. 

Jejueo: 
Korea ’s 

O
ther 

Language. Invited talk at the 2017 Spring Conference 
for the Linguistics Society of Korea. M

ay. 27. 2017. 
Korea U

niversity, Seoul.

（3） 
O

’G
rady, W

illiam
., ibid.

講演をする梁氏と会場の様子


