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母語への意志

■
講
演
者
…
…
マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
（
本
学
日
本
研

究
所
専
任
講
師
）

■
司　

会
…
…
サ
ウ
ク
エ
ン
・
フ
ァ
ン

は
じ
め
に

私
は
ア
イ
ヌ
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
回
の
講

演
会
シ
リ
ー
ズ
の
テ
ー
マ
で
あ
る
「
均
質
化
が
進
む
一
方
で
、
個
々
の

言
語
文
化
の
独
自
性
が
ま
す
ま
す
意
識
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
」

と
い
う
、
グ
ロ
ー
バ
ル
化
の
一
側
面
、
あ
る
い
は
そ
の
力
学
と
ア
イ
ヌ

語
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
意
外
と
関
心
が
あ
る
こ
と
に
気
づ
き
ま
し

た
。
な
ぜ
な
ら
、
そ
れ
は
、
現
在
「
グ
ロ
ー
バ
ル
化
」
と
呼
ば
れ
て
い

る
諸
現
象
よ
り
遙
か
に
直
接
的
な
均
質
化
の
強
制
力
を
も
っ
た
サ
ハ
リ

ン
島
（
樺
太
）、
北
海
道
島
、
ク
リ
ル
列
島
（
千
島
列
島
）
の
日
本
国
に

よ
る
入
植
植
民
地
化
が
ア
イ
ヌ
語
に
対
し
て
引
き
起
こ
し
た
衝
撃
と
、

そ
の
衝
撃
の
事
実
へ
の
対
処
の
仕
方
を
何
ら
か
の
形
で
自
分
な
り
に
見

つ
け
よ
う
と
考
え
て
き
た
明
治
以
降
の
ア
イ
ヌ
の
著
述
家
た
ち
の
試
み

と
ど
こ
か
で
重
な
っ
て
い
る
よ
う
に
感
じ
て
い
る
か
ら
で
す
。

私
は
ア
イ
ヌ
語
の
専
門
家
で
は
あ
り
ま
せ
ん
の
で
、
こ
れ
ま
で
ア
イ

ヌ
語
を
積
極
的
に
学
ぼ
う
と
し
て
き
ま
せ
ん
で
し
た
。「
奪
わ
れ
た
言

語
」
に
対
し
て
海
外
出
身
者
の
私
が
そ
の
専
門
知
識
を
身
に
つ
け
、
そ

れ
を
一
般
に
広
め
る
こ
と
に
関
し
て
、
多
少
の
懸
念
が
あ
り
ま
し
た
。

こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
ア
イ
ヌ
語
専
門
の
言
語
学
者
で
あ
る
奥
田
統
己
氏

が
い
う
よ
う
に
、「
ア
イ
ヌ
語
の
能
力
を
身
に
つ
け
た
い
と
考
え
る
ア
イ

ヌ
の
人
に
協
力
す
る
の
は
、
も
ち
ろ
ん
ア
イ
ヌ
語
研
究
者
の
社
会
的
責

任
で
あ
る
）
1
（

」
と
い
う
考
え
方
に
私
は
共
感
を
覚
え
ま
す
。
た
だ
、
そ
う

い
う
理
由
も
あ
り
ま
す
が
、
私
が
ア
イ
ヌ
語
を
き
ち
ん
と
学
ん
で
こ
な

か
っ
た
も
っ
と
も
基
本
的
な
理
由
は
単
に
忙
し
か
っ
た
か
ら
で
す
。

私
の
研
究
の
大
ま
か
な
課
題
は
、
ア
イ
ヌ
の
近
現
代
の
思
想
史
の
構

築
で
す
。
私
の
思
想
史
の
先
生
の
一
人
は
、
思
想
史
の
こ
と
を
次
の
よ

う
に
説
明
し
ま
す
。
人
々
が
考
え
る
思
想
や
哲
学
は
、
個
体
か
ら
離
れ

て
発
生
は
し
な
い
が
、
思
想
そ
の
も
の
は
個
体
に
限
定
さ
れ
る
こ
と
は

な
い
。
こ
の
事
実
か
ら
思
想
史
と
い
う
学
問
の
狙
い
が
導
き
出
さ
れ
ま

二
〇
一
七
年
六
月
二
三
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
二
弾
）〉

母
語
へ
の
意
志
―
ア
イ
ヌ
語
復
興
と
言
語
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ 

マ
ー
ク
・
ウ
ィ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
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す
。
つ
ま
り
、
思
想
史
が
狙
い
と
す
る
の
は
、
思
想
の
発
生
体
で
あ
る

個
人
の
人
物
と
、
そ
の
人
物
が
置
か
れ
た
歴
史
的
状
況
と
の
間
の
緊
張

関
係
の
中
か
ら
、
こ
れ
ま
で
見
え
て
こ
な
か
っ
た
思
想
的
な
営
為
と
そ

の
遺
産
と
な
る
よ
う
な
も
の
を
、
現
在
に
お
い
て
新
た
な
史
的
葛
藤
と

し
て
掬
い
上
げ
る
こ
と
で
す
）
2
（

。
私
の
場
合
は
、
近
現
代
、
し
た
が
っ
て

明
治
以
降
の
ア
イ
ヌ
の
著
述
家
の
様
々
な
作
品
の
中
か
ら
思
想
的
な
営

為
を
掬
い
上
げ
て
、
現
在
に
そ
れ
を
読
み
返
し
て
い
く
、
と
い
う
こ
と

に
な
り
ま
す
。「
な
ぜ
ア
イ
ヌ
な
の
か
」
と
い
う
の
は
、
別
に
「
ア
イ
ヌ

だ
か
ら
」
面
白
い
こ
と
が
書
け
る
と
い
う
意
味
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
た

だ
し
、
あ
る
特
定
の
歴
史
的
な
経
験
や
扱
い
方
を
、
ア
イ
ヌ
は
今
ア
イ

ヌ
と
し
て
あ
る
ゆ
え
に
共
通
し
て
持
た
さ
れ
て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。

そ
こ
は
私
の
研
究
の
ポ
イ
ン
ト
と
な
り
ま
す
。

よ
り
厳
密
に
言
え
ば
、
日
露
和
親
条
約（
一
八
五
五
年
）と
樺
太
千
島

交
換
条
約（
一
八
七
五
年
）を
経
て
、
一
八
六
九
年
に
新
政
府
が
松
前
と

蝦
夷
地
ま
た
は
そ
の
付
属
諸
島
を
「
北
海
道
」
と
改
称
し
て
以
来
、
ア

イ
ヌ
の
著
述
家
が
自
分
た
ち
の
置
か
れ
た
状
況
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、

捉
え
て
き
た
の
か
を
分
析
し
て
、
系
譜
の
よ
う
な
も
の
を
作
っ
て
い
く

こ
と
で
す
。
こ
の
歴
史
的
な
過
程
を
経
て
、
日
本
の
中
に
あ
り
な
が
ら
、

完
全
に
「
日
本
な
る
も
の
」
で
は
な
い
と
見
出
さ
れ
る
ア
イ
ヌ
の
様
々

な
著
述
家
は
、
世
界
規
模
で
考
え
る
重
要
な
課
題
を
提
供
し
て
く
れ
て

い
る
の
で
は
な
い
か
、
と
思
う
の
で
す
。
近
代
日
本
で
は
、「
ア
イ
ヌ
」

や
「
琉
球
人
」
を
と
お
し
て
自
ら
の
先
進
性
を
確
認
し
て
き
た
「
日
本

人
」
と
い
う
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
は
、
同
時
に
「
西
洋
」
か
ら
の
眼
差

し
の
中
で
た
え
ず
客
体
化
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
一
方
、
ア
イ
ヌ
の
著
述

家
の
多
く
は
、「
日
本
人
」
が
持
っ
た
知
的
関
心
か
ら
同
時
代
の
様
々
な

問
題
を
立
ち
聞
き
し
て
、
と
き
に
近
代
日
本
社
会
の
擁
護
者
と
し
て
、

そ
し
て
と
き
に
そ
の
も
っ
と
も
鋭
い
批
判
者
と
し
て
、
同
じ
近
現
代
日

本
の
知
的
遺
産
に
貢
献
し
て
き
た
の
だ
と
思
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ

ま
で
彼
ら
の
著
作
は
、
民
族
誌
的
な
情
報
の
供
給
源
、
ア
イ
ヌ
全
般
を

代
表
す
る
よ
う
な
扱
い
、
あ
る
い
は
せ
い
ぜ
い
時
代
背
景
を
読
み
解
く

マーク・ウィンチェスター先生
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た
め
の
手
が
か
り
と
い
っ
た
よ
う
な
扱
い
し
か
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
の

で
す
。
こ
う
し
た
状
況
を
少
し
で
も
変
え
て
、
一
つ
の
ア
イ
ヌ
近
現
代

の
思
想
史
の
伝
統
を
浮
き
上
が
ら
せ
る
こ
と
が
私
の
研
究
の
目
的
で
す
。

明
治
以
降
の
ア
イ
ヌ
の
著
述
家
の
ほ
と
ん
ど
は
、
明
治
時
代
の
旧
土
人

学
校
の
設
置
と
旧
土
人
児
童
教
育
規
定
に
提
唱
さ
れ
て
い
た
よ
う
な
日

本
語
使
用
の
義
務
化
、
ま
た
は
開
拓
と
い
う
名
の
下
で
の
近
代
化
す
る

社
会
の
中
の
差
別
と
そ
れ
を
懸
念
す
る
ア
イ
ヌ
語
の
使
用
へ
の
警
戒
を

含
め
た
こ
と
か
ら
、
日
本
語
を
使
っ
て
自
己
表
現
し
て
き
ま
し
た
。
こ

の
こ
と
も
あ
っ
て
、
私
は
そ
こ
ま
で
ア
イ
ヌ
語
を
本
格
的
に
学
ぶ
必
要

性
を
感
じ
ず
に
き
た
の
で
す
。

し
か
し
、
今
回
の
講
演
会
で
は
「
ぜ
ひ
と
も
ア
イ
ヌ
語
に
つ
い
て
発

表
し
て
く
れ
な
い
か
」
と
い
う
こ
と
で
し
た
の
で
、
逆
に
、
こ
う
し
た

私
の
研
究
課
題
と
ア
イ
ヌ
語
と
の
関
係
を
考
え
る
絶
好
の
チ
ャ
ン
ス
で

は
な
い
か
と
考
え
ま
し
た
。
で
す
の
で
、
こ
こ
か
ら
が
本
題
で
す
が
、

専
門
家
に
よ
っ
て
き
ち
ん
と
研
究
さ
れ
て
い
る
内
容
の
あ
る
発
表
と
し

て
受
け
止
め
な
い
で
、
こ
う
し
た
関
心
の
あ
る
人
が
ア
イ
ヌ
語
と
ア
イ

ヌ
語
の
現
状
に
つ
い
て
手
さ
ぐ
り
で
考
え
始
め
た
程
度
の
も
の
と
し
て

聞
い
て
欲
し
い
と
思
い
ま
す
。
結
論
か
ら
先
に
言
い
ま
す
が
、
私
の
一

番
の
関
心
は
、
次
の
よ
う
な
こ
と
に
な
り
ま
す
。
先
ほ
ど
言
い
ま
し
た

が
、
私
が
研
究
し
て
い
る
作
家
た
ち
は
明
治
以
降
に
生
き
た
人
た
ち
ば

か
り
で
、
ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の
人
も
い
ま
す
が
、

ア
イ
ヌ
語
に
つ
い
て
は
い
く
つ
か
の
単
語
や
表
現
し
か
習
っ
て
い
な
い

人
が
多
数
で
す
。
し
か
し
、
作
品
、
特
に
文
学
作
品
の
中
で
は
、
日
本

語
の
詩
の
音
節
に
合
わ
せ
た
ア
イ
ヌ
語
の
作
品
、
ア
イ
ヌ
語
と
日
本
語

を
意
図
的
に
混
ぜ
て
書
か
れ
た
作
品
、
先
祖
の
ア
イ
ヌ
語
の
世
界
と
自

分
の
日
本
語
の
世
界
を
対
比
的
に
扱
っ
た
日
本
語
で
書
か
れ
た
近
代
小

説
、
ウ
ェ
ペ
ケ
レuw

epeker

（
昔
話
）、
ユ
カ
ラyukar

（
英
雄
叙
事

詩
）、
ヤ
イ
サ
マyaysam

a

（
即
興
の
歌
）な
ど
の
ア
イ
ヌ
語
の
口
承
文

学
の
形
を
と
っ
た
現
代
詩
作
な
ど
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
そ
こ
で
、

私
が
考
え
た
い
の
は
、
こ
う
し
た
も
の
の
中
で
は
、
現
代
の
ア
イ
ヌ
語

復
興
の
あ
り
方
に
は
見
え
な
く
な
っ
た
か
も
し
れ
な
い
、
創
作
を
通
し

た
、
世
界
各
地
の
多
く
の
近
代
に
お
け
る
少
数
言
語
文
学
ル
ネ
ッ
サ
ン

ス
に
見
ら
れ
る
言
語
的
モ
ダ
ニ
テ
ィ（
近
代
性
）の
瞬
間
が
見
て
取
れ
る

の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
で
す
。
つ
ま
り
、
か
つ
て
の
あ
り
方
に

は
戻
れ
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
そ
の
と
き
そ
の
と
き
の
、
今
現
在

の
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
の
表
現
世
界
と
感
覚
の
ぶ
つ
か
り
合
い
（
こ
れ

ま
で
は
よ
く
「
ク
レ
オ
ー
ル
」
や
「
異
種
混
淆
性
」、「
ち
ゃ
ん
ぽ
ん
」

な
ど
と
表
現
さ
れ
て
き
た
現
象
）
か
ら
、
先
ほ
ど
述
べ
た
歴
史
へ
の
問

い
と
対
処
の
仕
方
が
試
み
ら
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ

し
て
、
そ
れ
は
、
実
は
、
私
の
知
り
合
い
が
今
ア
イ
ヌ
語
復
興
に
一
番

大
事
な
こ
と
が
「
流
暢
に
な
る
」
と
か
「
資
料
作
成
」
と
か
と
い
う
よ

り
は
、「
母
語
へ
の
意
志
」
で
は
な
い
か
、
と
い
う
こ
と
に
重
な
る
の
で

は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
こ
れ
も
、
先
ほ
ど
言
及
し
ま
し
た
奥
田
氏
の

論
考
と
も
響
き
あ
う
点
で
す
。
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ア
イ
ヌ
語
に
つ
い
て

で
は
、
問
題
提
起
は
こ
の
よ
う
な
感
じ
で
す
が
、
こ
こ
で
、
決
し
て

私
の
専
門
で
は
な
い
ア
イ
ヌ
語
に
つ
い
て
、
簡
単
な
概
要
を
述
べ
て
お

き
ま
す
。
ア
イ
ヌ
語
は
、
当
然
な
が
ら
、
今
の
北
海
道
を
中
心
に
、
サ

ハ
リ
ン
島
（
樺
太
）、
ク
リ
ル
諸
島
（
千
島
列
島
）
そ
し
て
古
く
は
本
州

東
北
北
部
で
も
話
さ
れ
て
い
た
、
先
住
民
族
の
ア
イ
ヌ
の
こ
と
ば
で
す
。

日
本
語
と
は
ま
っ
た
く
違
う
言
語
で
す
。
他
の
言
語
と
の
親
族
関
係
は

証
明
さ
れ
て
い
な
い
、
い
わ
ゆ
る
孤
立
し
た
言
語
に
な
り
ま
す
。
膠
着

語
・
抱
合
語
）
3
（

で
あ
り
、
文
法
は
Ｓ
Ｏ
Ｖ
型
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
の
話
者
と

日
本
語
話
者
と
は
ま
た
、
少
な
く
と
も
千
年
以
上
の
間
い
ろ
い
ろ
な
形

で
の
交
流
が
あ
り
、
単
語
の
借
用
の
歴
史
も
長
い
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
か

ら
日
本
語
に
入
っ
た
と
思
わ
れ
る
単
語
と
し
て
は
、
誰
も
が
知
っ
て
い

る
「
ト
ナ
カ
イ
」
が
よ
く
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
樺
太
ア
イ
ヌ
語
の
「
ト
ゥ

ナ
ハ
カ
イtunahkay

」
か
ら
来
て
い
ま
す
。「
ラ
ッ
コrakko

」、「
オ
ッ

ト
セ
イ
」（
ア
イ
ヌ
語
の
「unew

」「onnep

」
か
ら
転
化
し
た
中
国
語

の
当
て
字
が
日
本
に
輸
入
さ
れ
て
さ
ら
に
日
本
語
読
み
に
さ
れ
た
も

の
）、「
シ
シ
ャ
モ
」（
ア
イ
ヌ
語
で
は
「susam

柳
の
葉
（
ス
ス
ハ
ム

susu-ham

）」
に
形
が
似
て
い
る
こ
と
か
ら
）な
ど
も
ア
イ
ヌ
語
で
す
。

日
本
語
か
ら
ア
イ
ヌ
語
に
入
っ
た
こ
と
ば
と
し
て
は
、「
ト
ゥ
キtuki

（
杯
）」、「
パ
ッ
チpatci

（
鉢
）」、「（
イ
ク
）パ
ス
イ（iku

）pasuy

（
捧

酒
箆
）」、「
ノ
ミnom

i

（
〜
を
祈
る
＝
祈
む
（
日
本
書
紀
））」
な
ど
が

挙
げ
ら
れ
ま
す
。
し
か
し
、
中
川
裕
氏
が
い
う
よ
う
に
、「
日
本
語
に
お

け
る
漢
字
（
中
国
語
）
の
影
響
に
比
べ
れ
ば
、﹇
借
用
語
は
﹈
ず
っ
と
わ

ず
か
な
も
の
で
す
）
4
（

。」。
日
本
語
で
は
一
〇
ま
で
和
語
で
数
え
る
の
に
対

し
て
、
漢
語
の
影
響
を
そ
こ
ま
で
受
け
て
い
な
い
ア
イ
ヌ
語
は
そ
れ
よ

り
ず
っ
と
大
き
な
数
ま
で
数
え
ら
れ
ま
す
。
ア
イ
ヌ
語
は
「
文
字
を
持

た
な
い
言
語
」
だ
と
よ
く
言
わ
れ
ま
す
。
そ
の
た
め
に
も
、
ア
イ
ヌ
の

伝
統
的
な
精
神
世
界
を
伝
え
る
豊
か
な
伝
承
の
伝
統
が
あ
る
と
も
言
わ

れ
て
き
ま
し
た
。
し
か
し
、
一
方
で
は
、
一
世
紀
前
か
ら
ア
イ
ヌ
自
身

を
も
含
め
た
様
々
な
人
々
が
記
録
に
努
め
て
き
ま
し
た
。
江
戸
時
代
の

司会のファン先生
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和
人
の
記
録
も
あ
れ
ば
、
大
正
時
代
の
知
里
幸
恵
の
ロ
ー
マ
字
を
用
い

た
ア
イ
ヌ
語
の
記
録
、
一
九
五
〇
年
代
の
知
里
真
志
保
の
ロ
ー
マ
字
と

カ
ナ
、
一
九
七
〇
年
代
の
萱
野
茂
や
葛
野
辰
二
郎
の
カ
ナ
記
述
、
一
九

五
〇
〜
六
〇
年
代
の
山
本
多
助
の
カ
ナ
文
字
に
独
自
文
字
を
加
え
て
書

か
れ
た
記
録
な
ど
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
は
、
現
在
は
カ
ナ
表
記
と
ロ
ー
マ

字
表
記
を
併
用
し
て
書
か
れ
て
い
ま
す
。

現
在
、
ア
イ
ヌ
語
の
話
者
は
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
を
話

せ
る
人
は
全
員
日
本
語
の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
で
す
。
ア
イ
ヌ
語
だ
け
で
生

活
し
て
い
る
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
も
存
在
し
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
語

は
「
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
」
と
呼
ば
れ
て
い
ま
す
。
た
だ
、
一

九
世
紀
に
始
ま
っ
た
大
学
で
の
ア
イ
ヌ
語
の
研
究
の
影
響
も
あ
り
、
ア

イ
ヌ
語
の
記
録
は
「
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
た
言
語
」
の
中
で
は
比
較
的

多
く
あ
り
ま
す
。
こ
れ
ら
の
多
く
は
、
伝
承
文
学
を
記
録
し
た
も
の
で

す
。
ア
イ
ヌ
語
話
者
が
少
な
い
中
、
ア
イ
ヌ
語
を
学
ぶ
楽
し
さ
の
一
つ

と
し
て
、
中
川
氏
が
挙
げ
て
い
る
の
は
、
こ
の
伝
承
文
学
の
物
語
世
界

に
触
れ
る
こ
と
で
す
。「
ア
イ
ヌ
語
で
物
語
を
読
め
ば
、
そ
の
よ
う
な
日

本
語
の
イ
メ
ー
ジ
に
縛
ら
れ
ず
、
人
間
と
人
間
の
取
り
巻
く
全
て
の
も

の
〜
動
物
、
植
物
、
火
や
水
な
ど
自
然
界
の
様
々
な
現
象
、
人
間
の
作
っ

た
家
や
舟
や
臼
な
ど
の
道
具
類
ま
で
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
個
性
や
意
志
を

も
っ
て
生
き
生
き
と
交
流
し
あ
い
、
ひ
と
つ
の
社
会
を
つ
く
っ
て
い
る
、

そ
ん
な
世
界
を
ま
ざ
ま
ざ
と
眼
に
浮
か
べ
る
こ
と
が
で
き
ま
す
）
5
（

」
と
。

ア
イ
ヌ
語
の
活
性
化
を
目
指
し
た
試
み

一
九
九
七
年
の
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
法
（
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に

ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律
）

の
制
定
以
来（
ま
た
は
そ
れ
以
前
か
ら
も
あ
り
ま
す
が
）、
ア
イ
ヌ
語
の

活
性
化
を
目
指
し
た
様
々
な
試
み
も
現
在
行
わ
れ
て
い
ま
す
。
毎
年
行

わ
れ
る
ア
イ
ヌ
語
の
弁
論
大
会
「
イ
タ
カ
ン
ロ
ーitak=an ro!

」（
み

ん
な
で
話
し
ま
し
ょ
う
）、
伝
統
的
な
歌
を
使
っ
た
ミ
ュ
ー
ジ
シ
ャ
ン
や

パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
グ
ル
ー
プ
の
活
動
、
カ
ム
イ
に
お
祈
り
を
捧
げ
る
「
カ

ム
イ
ノ
ミkam

uynom
i

」
に
お
け
る
儀
礼
の
こ
と
ば
の
復
興
、
ま
た

予
算
問
題
な
ど
も
あ
り
ま
す
が
、
各
地
で
ア
イ
ヌ
語
教
室
も
開
か
れ
て

い
ま
す
。
最
近
で
は
、
北
海
道
平
取
町
二
風
谷
で
の
ニ
ュ
ー
ジ
ー
ラ
ン

ド
の
マ
オ
リ
族
の
マ
オ
リ
語
復
興
に
も
使
わ
れ
た
コ
ー
ル
ア
ン
ド
レ
ス

ポ
ン
ス
を
ベ
ー
ス
と
し
た
マ
オ
リ
語
学
習
法
で
あ
る
テ
・
ア
タ
ア
ラ
ン

ギ
を
取
り
入
れ
た
ア
イ
ヌ
語
学
習
の
試
み
も
注
目
を
集
め
て
い
ま
す
。

ア
イ
ヌ
語
復
興
運
動
の
課
題
と
「
母
語
へ
の
意
志
」

し
か
し
、
学
習
者
と
文
化
振
興
政
策
立
案
者
と
の
意
識
の
ギ
ャ
ッ
プ

も
指
摘
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
例
え
ば
、
冒
頭
で
挙
げ
た
奥
田
統
己
氏
は
、

「
ア
イ
ヌ
語
復
興
運
動
の
現
状
と
ア
イ
ヌ
語
研
究
者
の
責
任
」
と
い
う
二

〇
〇
一
年
に
発
表
さ
れ
た
重
要
な
論
考
で
、
ア
イ
ヌ
文
化
振
興
政
策
の

枠
組
み
に
対
し
て
一
つ
の
危
険
性
を
指
摘
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
は
、
政

策
に
お
い
て
ア
イ
ヌ
語
は
「
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
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核
を
な
す
」
も
の
と
し
て
謳
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
起
因
し
ま
す
。
今
現

在
、
多
く
の
ア
イ
ヌ
が
ア
イ
ヌ
語
を
母
語
と
し
て
習
得
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
の
は
、
日
本
の
近
代
国
民
国
家
の
形
成
に
伴
っ
た
自
分
た
ち
が

暮
ら
し
て
い
た
土
地
へ
の
入
植
に
よ
る
植
民
地
化
に
原
因
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
よ
う
な
状
況
か
ら
「
民
族
と
し
て
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
核

を
な
す
」
も
の
と
し
て
ア
イ
ヌ
語
の
地
位
を
確
保
し
よ
う
と
す
る
と
、

そ
う
し
た
ア
イ
ヌ
は
ど
の
よ
う
に
自
分
た
ち
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を

考
え
れ
ば
良
い
の
で
し
ょ
う
か
。
奥
田
氏
は
、
こ
う
し
て
、「
現
代
に
生

き
る
ア
イ
ヌ
の
人
は
、
自
ら
の
『
民
族
と
し
て
証
』
を
得
る
た
め
に
今

の
自
分
の
生
活
の
か
な
り
の
部
分
を﹇
ア
イ
ヌ
語
を
習
得
す
る
た
め
に
﹈

捨
て
ざ
る
を
え
な
く
な
る
か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
、
一
種
の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ
テ
ィ
の
強
制
が
政
策
に
内
包
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
は
な

い
か
、
と
い
う
懸
念
を
示
し
て
い
ま
す
。

そ
の
代
わ
り
、
奥
田
氏
は
、
ア
イ
ヌ
の
ア
イ
ヌ
語
の
話
し
手
た
ち
の

（
習
得
状
況
を
問
わ
ず
）
母
語
へ
の
希
望
や
「
思
い
」
と
い
う
も
の
が
、

ア
イ
ヌ
語
復
興
運
動
の
中
で
は
も
っ
と
も
重
要
視
す
べ
き
で
は
な
い
か
、

と
提
案
し
て
い
ま
す
。
そ
の
「
思
い
」
も
ま
た
、
様
々
で
す
。
そ
う
し

た
話
者
た
ち
に
と
っ
て
は
、
日
常
会
話
で
の
ア
イ
ヌ
語
の
復
興
を
望
む

こ
と
も
あ
れ
ば
、
先
祖
供
養
の
維
持
や
一
族
の
先
祖
の
由
来
の
伝
達
が

脅
か
さ
れ
な
い
よ
う
に
継
承
さ
れ
る
こ
と
が
重
要
視
さ
れ
る
か
も
し
れ

ま
せ
ん
。
ア
イ
ヌ
語
を
流
暢
に
話
せ
る
よ
う
に
は
な
れ
な
い
か
も
し
れ

な
い
け
ど
、
単
語
単
語
を
覚
え
て
い
く
こ
と
に
対
す
る
喜
び
。
ア
イ
ヌ

へ
と
つ
な
が
る
歴
史
を
意
識
し
な
が
ら
、
そ
の
事
実
へ
の
対
処
の
仕
方

を
自
分
な
り
に
見
つ
け
る
必
要
は
あ
る
と
い
う
点
で
、
ア
イ
ヌ
は
す
で

に
そ
の
他
の
人
々
と
は
異
な
る
出
発
点
に
立
っ
て
い
ま
す
。
そ
し
て
、

そ
こ
こ
そ
が
現
在
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
未
来
に
お
い
て
も
、
ア
イ
ヌ
の

「
民
族
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
」
の
出
発
点
で
も
あ
り
ま
す
。
そ
の
中

で
、
ア
イ
ヌ
は
ア
イ
ヌ
語
の
位
置
づ
け
を
行
い
ま
す
。
何
が
自
分
た
ち

の
「
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
中
核
」
な
の
か
は
言
わ
れ
る
ま
で
も
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
ア
イ
ヌ
語
を
習
得
し
て
い
な
く
と
も
、
こ
の
よ
う

な
ア
イ
ヌ
語
の
位
置
づ
け
、
要
す
る
に
「
母
語
へ
の
意
志
」
は
、
近
現

代
、
連
続
し
て
ず
っ
と
行
わ
れ
て
き
た
の
で
は
な
い
か
、
と
い
う
の
が

私
の
今
日
の
仮
説
で
す
。

最
後
に

私
の
研
究
対
象
に
入
る
い
く
つ
か
の
作
家
の
試
み
を
紹
介
し
て
終
わ

り
た
い
と
思
い
ま
す
。

■
バ
チ
ェ
ラ
ー
八
重
子
（
一
八
八
四
〜
一
九
六
二
）

『
若
き
同
族
（
ウ
タ
リ
）
に
』（
一
九
三
一
年
）
岩
波
現
代
文
庫
、

二
〇
〇
三
年
。

■
戸
塚
美
波
子
（
一
九
四
八
〜
）

『
一
九
七
三
年
あ
る
日
あ
る
時
に
』
創
英
出
版
、
一
九
八
一
年
。

■
佐
々
木
昌
雄
（
一
九
四
三
〜
）
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『
呪
魂
の
た
め
の
八
篇
よ
り
成
る
詩
稿　

付
一
篇
』
深
夜
叢
書
者
、

一
九
六
八
年
。

■
土
橋
芳
美
（
一
九
四
七
〜
）

『
痛
み
の
ペ
ン
リ
ウ
ク
：
囚
わ
れ
の
ア
イ
ヌ
人
骨
』
草
風
館
、

二
〇
一
七
年
。

会場からの質問に答えるウィンチェスター先生

注（1） 

奥
田
統
己
「
ア
イ
ヌ
語
復
興
運
動
の
現
状
と
ア
イ
ヌ
語
研
究
者

の
責
任
」『
千
葉
大
学
ユ
ー
ラ
シ
ア
言
語
文
化
論
集
』
４
、
二
〇

〇
一
年
、
一
〇
九
頁

（2） 

孫
歌
『
竹
内
好
と
い
う
問
い
』
岩
波
書
店
、
二
〇
〇
五
年
、
ⅸ

（3） 

言
語
の
形
態
に
よ
る
分
類
。「
膠
着
語
」
は
実
質
的
な
意
味
を
表

す
語（
名
詞
や
活
用
語
の
語
幹
な
ど
）に
文
法
的
な
意
味
を
表
す

接
辞（
助
詞
、
活
用
語
尾
な
ど
）が
付
属
し
て
文
を
構
成
す
る
言

語
で
、
日
本
や
朝
鮮
語
な
ど
が
あ
る
。「
抱
合
語
」
は
文
を
構
成

す
る
要
素
が
密
接
に
結
び
つ
い
て
全
体
で
一
語
と
な
る
よ
う
に

み
え
る
構
造
を
も
つ
言
語
で
、
エ
ス
キ
モ
ー
語
や
ア
イ
ヌ
語
が

代
表
的
。

（4） 

中
川
裕
『
ニ
ュ
ー
・
エ
ク
ス
プ
レ
ス 

ア
イ
ヌ
語
』
白
水
社
、
二

〇
一
三
年
、
九
頁

（5） 

同
上
書
、
九
―
一
〇
頁


