
国立国語研究所学術情報リポジトリ

＜講演＞琉球方言から考える言語多様性と文化多様
性の危機

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2017-03-15

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 狩俣, 繁久

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.15084/00000890URL



4

　

琉
球
大
学
の
狩
俣
で
す
。
方
言
の
危
機
的
な
状
況
と
、
私
た
ち
の
現
在
の

活
動
に
つ
い
て
、
頼
ま
れ
た
ら
ど
こ
に
で
も
行
っ
て
話
を
し
て
い
ま
す
。
な

る
べ
く
た
く
さ
ん
の
人
に
理
解
し
て
も
ら
っ
て
、
応
援
し
て
も
ら
い
た
い
と

考
え
て
い
る
か
ら
で
す
。
今
日
は
こ
う
い
う
と
こ
ろ
で
お
話
を
さ
せ
て
も
ら

う
こ
と
を
大
変
あ
り
が
た
く
、
感
謝
し
て
い
ま
す
。

　

私
は
一
九
七
五
年
か
ら
琉
球
方
言
の
調
査
を
し
て
い
ま
し
て
、
そ
こ
で
学

ん
だ
こ
と
を
お
話
し
し
ま
す
。

　

写
真
は
今
帰
仁
村
の
、
ノ
カ
ン
ゾ
ウ
、
ワ
ス
レ
グ
サ
と
も
い
い
ま
す
が
、

い
ろ
い
ろ
な
呼
び
名
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
れ
の
畑
で
す
。
今
調
査
を
し
て
い

る
名
護
市
の
方
言
で
は
「
ニ
ー
ブ
ヤ
ー
グ
サ
（
居
眠
り
草
）」
と
い
う
の
で

す
が
、
こ
れ
を
食
べ
る
と
不
眠
症
が
治
る
と
い
う
伝
承
が
あ
り
ま
し
た
。
最

近
そ
の
効
果
が
は
っ
き
り
と
わ
か
っ
て
き
て
、
今
で
は
こ
の
よ
う
に
畑
で
作

っ
て
、
野
菜
と
し
て
沖
縄
の
ス
ー
パ
ー
で
売
っ
て
い
ま
す
。

文
化
多
様
性
と
言
語
多
様
性

　

文
化
と
言
語
に
つ
い
て
の
話
を
し
ま
す
。

　

文
化
も
言
語
も
社
会
に
共
有
さ
れ
、
世
代
的
に
継
承
さ
れ
る
も
の
で
す
。

ど
ち
ら
も
同
じ
性
質
を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

言
語
は
思
考
の
手
段
で
あ
り
、

知
覚
し
認
識
し
た
現
実
世
界
の
で

き
ご
と
、
微
妙
で
複
雑
な
感
情
、

精
密
で
膨
大
な
量
の
知
識
と
思
想

を
表
現
し
、伝
達
す
る
道
具
で
す
。

た
だ
伝
達
す
る
だ
け
の
道
具
で
は

な
く
て
、
言
語
が
あ
っ
て
は
じ
め

て
思
考
が
成
り
立
つ
と
か
、
人
間

の
知
覚
と
か
認
識
な
ど
と
も
深
く

密
接
に
つ
な
が
っ
て
い
る
も
の
で

す
。

　

言
語
に
深
く
刻
み
込
ま
れ
た
文

化
は
言
語
に
よ
っ
て
理
解
さ
れ
、

言
語
に
よ
っ
て
継
承
さ
れ
ま
す
。

講演1

琉
球
方
言
か
ら
考
え
る

言
語
多
様
性
と
文
化
多
様
性
の
危
機

狩
俣
　
繁
久
（
琉
球
大
学
教
授
）

　

文
化
は
言
語
に
よ
っ
て
空
間
と
時
間
を
超
え
て
遠
く
離
れ
た
人
々
に
よ
っ

て
伝
え
ら
れ
、蓄
積
さ
れ
、発
展
し
て
き
ま
し
た
。私
た
ち
は
、「
高
い
文
化
」、

「
高
い
文
明
」
と
言
い
ま
す
が
、
言
語
が
な
け
れ
ば
こ
こ
ま
で
発
展
し
て
こ

な
か
っ
た
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
言
語
の
所
有
は
人
間
と
他
の
動
物
と
を
区

別
す
る
最
大
の
特
徴
の
一
つ
だ
と
言
っ
て
も
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
が
創
造
し
た
も
の
の
中
で
、
言
語
ほ
ど
緻
密
で
繊
細
で
複
雑
で
、
人

間
と
一
体
に
な
っ
た
道
具
は
な
い
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
ど
れ
く
ら
い
の
量

の
も
の
が
言
語
に
よ
っ
て
形
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
と
い
う
の
は
、
図
書
館
に

行
か
れ
た
ら
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。
図
書
館
に
入
っ
て
い
る
あ
の
す
べ
て
が

言
語
で
書
か
れ
て
い
る
わ
け
で
す
。
日
本
語
で
書
か
れ
て
い
る
本
の
数
だ
け

を
見
て
も
す
ご
い
も
の
が
あ
り
ま
す
が
、
あ
れ
は
ま
さ
し
く
言
語
の
な
せ
る

業
で
す
。

　

発
音
や
文
法
な
ど
は
言
語
ご
と
に
異
な
り
ま
す
が
、
言
語
の
機
能
と
価
値 沖縄島今帰仁村のノカンゾウ畑
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は
英
語
や
日
本
語
の
よ
う
な
大
言
語
も
、
話
し
手
が
数
人
の
小
言
語
も
同
じ

で
す
。
考
え
を
伝
え
る
、
感
情
を
表
現
し
て
伝
え
る
、
あ
る
い
は
そ
う
い
っ

た
も
の
を
言
語
に
よ
っ
て
蓄
積
し
て
い
く
。
そ
う
い
う
機
能
は
ど
ん
な
言
語

も
同
じ
で
す
。

　

世
界
各
地
の
言
語
に
は
地
域
差
が
あ
り
ま
す
。
そ
の
地
域
差
は
ど
の
よ
う

に
し
て
発
生
し
て
い
る
の
で
し
ょ
う
。

　

人
間
は
、
多
様
な
自
然
や
地
理
的
な
条
件
の
中
で
環
境
に
適
応
し
環
境
変

化
に
対
応
し
て
い
く
中
で
、絶
え
間
な
い
創
造
と
改
良
を
積
み
重
ね
ま
し
た
。

ア
フ
リ
カ
で
生
ま
れ
た
最
初
の
人
間
が
世
界
中
に
広
が
っ
て
い
く
。
住
む
場

所
も
気
候
も
い
ろ
い
ろ
と
違
う
中
で
適
応
し
て
い
く
わ
け
で
す
。
世
界
中
に

拡
散
し
て
い
る
生
物
の
中
で
、
人
間
は
、
遺
伝
学
的
な
変
種
が
一
番
小
さ
い

の
で
す
。
環
境
に
適
応
し
て
い
く
な
か
で
遺
伝
的
な
性
質
を
変
え
な
い
で
適

応
し
て
い
る
。
そ
れ
が
な
ぜ
可
能
か
と
い
う
と
、
文
化
に
よ
っ
て
適
応
し
て

い
く
こ
と
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。

　

個
人
に
発
生
し
た
工
夫
と
変
化
が
一
回
限
り
の
も
の
に
終
わ
る
こ
と
も
あ

り
ま
す
が
、
言
語
に
よ
っ
て
周
囲
の
人
間
に
伝
達
さ
れ
て
集
団
に
共
有
さ
れ

ま
す
。
最
近
、
木
の
実
を
石
で
割
る
こ
と
を
発
見
し
た
ゴ
リ
ラ
が
仲
間
に
伝

え
る
と
い
う
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
の
で
す
が
、
言
語
を
持
っ
て
い
る
故
に

かりまた・しげひさ
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人
間
が
一
番
そ
う
い
う
こ
と
が
で

き
る
わ
け
で
す
。

　

絶
え
間
な
い
文
化
の
創
造
と
改

良
は
、
遺
伝
的
性
質
を
変
え
る
こ

と
な
く
人
間
が
多
様
な
環
境
に
適

応
し
、
世
界
中
に
拡
散
し
て
繁
栄

す
る
こ
と
を
可
能
に
し
ま
し
た
。

　

創
造
と
改
良
、
移
動
と
拡
散
の

繰
り
返
し
と
積
み
重
ね
が
、
文
化

と
言
語
の
多
様
な
地
域
差
と
個
性
を
生
む
要
因
だ
と
思
い
ま
す
。

　

人
間
が
定
住
し
て
安
定
し
た
生
活
を
送
り
、
適
応
戦
略
に
地
域
ご
と
の
違

い
が
生
ま
れ
、長
い
間
に
文
化
の
地
域
的
な
変
種
が
形
成
さ
れ
て
い
き
ま
す
。

広
い
地
域
を
移
動
し
て
い
る
と
、
広
い
範
囲
の
中
で
共
通
性
が
共
有
さ
れ
る

の
で
す
が
、
定
住
し
て
く
る
と
移
動
の
制
限
が
出
て
き
ま
す
の
で
、
地
域
ご

と
の
変
種
が
よ
り
強
く
な
っ
て
い
く
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。

　

言
語
に
も
同
様
の
地
域
的
な
変
種
が
生
ま
れ
ま
す
。
近
接
す
る
地
域
の
言

語
差
は
小
さ
い
で
す
が
、
遠
く
隔
て
ら
れ
る
ほ
ど
に
言
語
差
は
大
き
く
な
り

ま
す
。
隣
り
合
っ
て
い
て
も
高
い
山
、
海
、
川
な
ど
に
よ
っ
て
言
語
差
が
で

き
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
し
、
国
境
や
社
会
的
あ
る
い
は
政
治
的
な
境
界
が
言

語
差
を
大
き
く
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。

　

地
域
内
の
文
化
的
・
言
語
的
な
同
一
性
は
構
成
員
を
つ
な
ぐ
絆
と
な
り
ま

す
し
、地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素
と
な
り
ま
す
。

違
う
こ
と
ば
を
話
す
人
、
違
う
文
化
を
持
っ
て
い
る
人
た
ち
に
対
し
、「
あ

の
人
た
ち
と
私
た
ち
は
違
う
」と
言
っ
て
身
内
の
意
識
が
強
く
な
り
ま
す
が
、

言
語
は
そ
の
よ
う
な
地
域
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
形
成
す
る
重
要
な
要
素

で
す
。

　

日
本
に
お
け
る
文
化
と
言
語
の
地
域
差
も
あ
り
ま
す
。
日
本
は
亜
寒
帯
か

ら
亜
熱
帯
に
ま
で
及
ぶ
広
い
範
囲
に
大
小
さ
ま
ざ
ま
な
島
々
が
南
北
に
細
長

く
連
な
る
島
国
で
す
。
日
本
は
気
候
風
土
や
生
活
環
境
だ
け
で
な
く
、
歴
史

的
に
も
文
化
的
に
も
個
性
的
な
特
徴
を
持
っ
た
た
く
さ
ん
の
地
域
の
集
合
で
す
。

　

日
本
語
に
も
多
様
な
地
域
的
な
変
種
、
す
な
わ
ち
方
言
が
あ
り
ま
す
。

多
様
な
日
本
語
の
諸
方
言

　

日
本
に
お
け
る
地
域
差
の
大
き
さ
を
考
え
る
の
に
、
日
本
列
島
を
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
に
重
ね
た
地
図
で
み
て
み
ま
し
ょ
う
。
こ
の
地
図
は
真
田
信
治
先
生
と
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ま
で
の
言
語
差
と
か
、
文
化
の
違
い
と
か
、
あ
る
い
は
気
候
風
土
の
違
い
を

頭
の
中
に
置
け
ば
、
日
本
が
ど
れ
だ
け
多
様
な
文
化
あ
る
い
は
言
語
を
持
っ

た
国
で
あ
る
か
と
い
う
こ
と
が
す
ぐ
に
理
解
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

日
本
で
伝
統
的
に
話
さ
れ
て
き
た
言
語
は
日
本
語
と
ア
イ
ヌ
語
が
あ
り
ま

す
。
日
本
語
は
日
本
語
の
標
準
語
と
諸
方
言
と
か
ら
成
り
立
っ
て
い
て
、
日

本
語
の
諸
方
言
は
本
土
方
言
と
八
丈
島
方
言
と
琉
球
方
言
、
大
き
く
こ
の
三

つ
の
変
種
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ま
す
。

　

今
日
は
琉
球
方
言
に
つ
い
て
の
話
を
し
ま
す
。
琉
球
方
言
は
琉
球
列
島
の

伝
統
的
な
言
語
で
、
沖
縄
県
の
八
重
山
諸
島
・
宮
古
諸
島
・
沖
縄
諸
島
・
鹿

児
島
県
の
奄
美
諸
島
の
47
の
有
人
の
島
で
話
さ
れ
て
い
る
言
語
の
総
称
で

す
。
８
０
０
余
の
伝
統
的
な
集
落
で
話
さ
れ
て
い
る
の
で
す
が
、
面
積
も
人

口
も
日
本
全
体
の
１
％
で
す
。
日
本
人
が
１
億
人
を
突
破
し
た
頃
、
沖
縄
が

１
０
０
万
人
。
日
本
が
１
億
３
０
０
０
万
人
と
い
う
頃
に
沖
縄
が
１
３
０
万

人
と
い
う
よ
う
に
、
だ
い
た
い
人
口
の
伸
び
も
一
緒
で
す
。

　

一
八
七
九
年
に
日
本
に
統
合
さ
れ
る
ま
で
４
５
０
年
間
、
日
本
と
は
別
の

琉
球
国
と
い
う
国
が
あ
り
ま
し
た
が
、
そ
の
琉
球
国
で
話
さ
れ
て
い
た
言
語

で
す
。
本
土
か
ら
遠
く
離
れ
、
大
規
模
な
言
語
接
触
が
な
か
っ
た
の
で
、
本

土
方
言
と
の
言
語
差
が
大
き
く
、
琉
球
語
と
呼
ぶ
こ
と
も
可
能
で
す
。
最
近

は
そ
の
よ
う
に
呼
ぶ
人
も
増
え
て
き
て
い
ま
す
。

　

琉
球
列
島
を
本
州
に
重
ね
て
み
ま
し
ょ
う
。
琉
球
列
島
の
一
番
北
の
喜
界

島
を
仙
台
市
と
重
ね
ま
す
。そ
う
す
る
と
沖
縄
島
の
那
覇
は
長
野
県
あ
た
り
、

宮
古
島
は
京
都
と
大
阪
の
境
目
あ
た
り
、
一
番
西
の
与
那
国
島
は
岡
山
県
と

広
島
県
の
境
目
あ
た
り
に
及
ぶ
広
い
範
囲
に
あ
る
わ
け
で
す
。

　

琉
球
列
島
の
両
端
の
方
言
で
は
会
話
が
成
り
立
た
な
い
ほ
ど
の
言
語
差
が

あ
り
ま
す
。
両
端
だ
け
で
は
な
く
て
、
宮
古
島
と
那
覇
の
間
で
も
方
言
は
通

じ
ま
せ
ん
。
下
地
勇
と
い
う
宮
古
島
方
言
の
シ
ン
ガ
ー
ソ
ン
グ
ラ
イ
タ
ー
が

い
ま
す
が
、
方
言
だ
け
の
歌
を
何
十
曲
と
作
っ
て
い
ま
す
。
彼
の
歌
の
な
か

に
は
、
那
覇
の
人
が
知
っ
て
い
る
単
語
は
１
単
語
し
か
な
い
。
そ
の
１
単
語

は
「
国
民
年
金
」
で
す
。（
笑
）
区
長
さ
ん
が
「
国
民
年
金
を
納
め
ろ
」
と

村
の
み
ん
な
に
言
っ
て
回
っ
て
い
る
と
い
う
フ
レ
ー
ズ
の
中
に
出
て
き
ま

す
。「
国
民
年
金
」
と
い
う
単
語
は
方
言
に
翻
訳
で
き
な
い
の
で
そ
の
ま
ま

で
す
。
そ
れ
以
外
は
一
言
も
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
ビ
ー
ト
ル
ズ
の
歌
な
ら
知

っ
て
い
る
単
語
が
た
く
さ
ん
出
て
く
る
の
に
、
宮
古
島
の
歌
に
は
一
言
も
知

っ
て
い
る
単
語
が
出
て
こ
な
い
。

　

同
じ
八
重
山
諸
島
の
一
番
西
の
与
那
国
島
の
方
言
を
石
垣
島
の
人
は
一
言

も
理
解
で
き
ま
せ
ん
。
同
じ
八
重
山
諸
島
の
中
で
で
す
。
そ
の
く
ら
い
言
語

差
が
あ
り
ま
す
。

　

ど
れ
く
ら
い
多
様
性
が
あ
る
か
と
い
う
と
、
母
音
の
数
で
見
て
み
る
と
、

奄
美
大
島
の
一
番
北
の
佐
仁
の
方
言
に
は
母
音
が
11
個
あ
り
ま
す
。

「a､
i､

u､
e､

o､
ï､

ë､
ã､

õ､
ï ~､

ë ~

）」
と
い
う
鼻
母
音
が
４
個
に
、

上
村
幸
雄
先
生
の
共
著
の
本

の
中
か
ら
借
り
て
き
ま
し

た
。

　

北
海
道
北
端
の
宗
谷
岬
は

ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
の
ス
ト
ッ
ク

ホ
ル
ム
に
、
根
室
が
ノ
ル
ウ

ェ
ー
の
オ
ス
ロ
に
、
一
番
南

の
西
の
与
那
国
島
は
ア
フ
リ

カ
の
モ
ロ
ッ
コ
を
間
近
に
見

る
ジ
ブ
ラ
ル
タ
ル
の
す
ぐ
脇

に
あ
り
ま
す
。
北
欧
か
ら
南

欧
ま
で
の
広
い
範
囲
の
中
に

日
本
が
あ
る
わ
け
で
す
。
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
の
北
欧
か
ら
南
欧
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中
舌
母
音
が
２
個
あ
っ
て
、
合
計
で
11
個
母
音
が
あ
り
ま

す
。

　

大
神
島
の
方
言
に
は
、
母
音
が
６
個
あ
る
の
で
す
が
、

大
神
島
の
方
言
の
特
徴
は
母
音
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
す

子
音
が
あ
る
こ
と
で
す
。「kfː

」（
作
る
）と
い
う
動
詞
は
、

k 

と f 

だ
け
の
単
語
で
す
。「pstu

」（
人
）
の ps 

で
は
、

s 

が p 

に
対
し
て
母
音
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
て
い

ま
す
。
小
さ
す
ぎ
て
地
図
に
載
ら
な
い
の
で
海
の
上
を
指
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人
間
は
言
語
と
文
化
を
後
天
的
に
習
得
し
、
絶
え
間
な
い
創
造
と
改
変
を

繰
り
返
し
て
き
ま
し
た
。
そ
れ
故
に
文
化
的
多
様
性
と
言
語
的
多
様
性
が
発

生
し
て
き
た
わ
け
で
す
。

　

文
化
と
言
語
の
変
化
に
は
自
然
や
環
境
な
ど
に
適
応
し
て
い
く
過
程
で
発

生
す
る
自
律
的
な
変
化
と
他
の
文
化
や
言
語
と
接
触
し
交
流
す
る
中
で
影
響

を
受
け
て
、
長
い
時
間
の
中
で
進
行
す
る
他
律
的
な
変
化
と
が
あ
り
ま
す
。

　

今
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
言
語
や
、
方
言
の
危
機
的
な
状
況
は
、
そ
う
い
う

自
然
発
生
的
な
、
自
律
的
な
、
あ
る
い
は
通
常
の
他
律
的
な
変
化
に
よ
る
も

の
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。
世
界
の
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
文
化
と
言
語
の
危
機
的
な

状
況
は
19
世
紀
以
降
の
西
洋
化
、
近
代
化
な
ど
、
あ
る
特
定
の
価
値
観
が
支

配
的
に
な
り
、
文
化
や
言
語
に
「
こ
っ
ち
が
良
い
」、「
こ
っ
ち
が
悪
い
」
と

い
う
優
劣
を
つ
け
、
暴
力
的
と
も
い
え
る
圧
倒
的
な
力
に
よ
っ
て
、
マ
ジ
ョ

リ
テ
ィ
の
文
化
と
言
語
へ
の
置
き
換
え
が
短
期
間
に
起
き
た
結
果
で
す
。

　

同
じ
こ
と
が
日
本
で
も
起
き
ま
し
た
。
性
急
な
西
洋
化
と
近
代
化
と
都
市

化
に
よ
っ
て
、か
つ
て
は
日
本
的
な
も
の
よ
り
西
洋
の
ほ
う
が
よ
い
と
さ
れ
、

学
校
で
も
西
洋
音
楽
は
教
え
る
け
れ
ど
も
日
本
の
音
楽
は
教
え
な
い
と
い
う

こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。ま
た
地
方
的
な
も
の
は
劣
っ
た
も
の
と
み
な
さ
れ
て
、

軽
ん
じ
ら
れ
、
豊
か
な
自
然
と
風
土
の
中
で
発
達
し
た
豊
か
な
地
方
の
文
化

と
そ
れ
を
支
え
て
き
た
方
言
も
軽
視
さ
れ
、
辱
め
ら
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
よ

っ
て
誇
り
を
傷
付
け
ら
れ
、
自
信
を
失
っ
た
人
た
ち
も
た
く
さ
ん
い
た
と
思

い
ま
す
。

琉
球
方
言
の
場
合

　

地
方
の
文
化
や
方
言
は
、
い
ま
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
そ
の
よ
う
に

見
え
る
の
で
す
が
、
本
当
に
そ
れ
は
本
物
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

沖
縄
で
も
伝
統
文
化
と
方
言
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
り
ま
す
。
し
か
し
知
覚

し
て
い
る
だ
け
の
よ
う
に
み
え
る
、
と
て
も
小
さ
な
島
で
す
。

　

与
那
国
島
の
方
言
は
、
原
則
と
し
て
母
音
が
「a､

i､
u

」
の
３
母
音
で
、

「e

」
も
「o

」
も
あ
り
ま
す
が
、
例
外
的
で
す
。
11
個
の
母
音
か
ら
３
個
の

母
音
ま
で
の
間
に
幅
が
あ
る
わ
け
で
す
。
こ
れ
は
日
本
の
全
体
か
ら
見
て
も

大
き
な
違
い
で
す
。

　

子
音
の
数
で
比
べ
て
み
ま
す
。
今
帰
仁
村
の
謝
名
の
方
言
は
子
音
が
25
個

あ
り
ま
す
。「
カ
」
と
「
ガ
」、「
パ
」
と
「
バ
」
と
い
う
清
音
と
濁
音
の
対

立
だ
け
で
は
な
く
て
、
清
音
に
２
種
類
の
対
立
が
あ
っ
て
、「
パ
」
が
２
種

類
あ
り
ま
す
。「
チ
ャ
」
も
２
種
類
あ
り
ま
す
。「
お
茶
」
は
「
チ
ャ
ー
」
で

す
。「
手
か
せ
足
か
せ
」
の
「
か
せ
」
も
「
チ
ャ
ー
」
と
発
音
す
る
の
で
す
が
。

「
お
茶
」
と
「
か
せ
」
は
発
音
を
区
別
し
て
い
ま
す
。
清
音
と
濁
音
の
対
立

の
他
に
清
音
が
２
種
類
あ
り
、
そ
う
い
う
こ
と
で
25
個
で
す
。

　

そ
れ
に
対
し
て
、
大
神
島
方
言
の
子
音
は
９
個
で
す
。
清
音
と
濁
音
の
対

立
が
あ
り
ま
せ
ん
。
９
対
25
。
３
倍
近
い
差
が
あ
る
わ
け
で
す
。
琉
球
方
言

が
い
か
に
多
様
で
あ
る
か
が
理
解
し
て
い
た
だ
け
る
と
思
い
ま
す
。

　

琉
球
列
島
は
文
化
的
に
も
非
常
に
多
様
性
が
あ
っ
て
、
元
ち
と
せ
、
中
孝

介
な
ど
、
奄
美
出
身
の
歌
手
が
出
て
き
ま
し
た
が
、
奄
美
地
方
の
民
謡
と
沖

縄
地
方
の
民
謡
は
音
階
そ
の
も
の
が
違
い
ま
す
。
だ
か
ら
奄
美
民
謡
の
歌
い

方
と
沖
縄
民
謡
の
歌
い
方
は
違
い
ま
す
。
踊
り
も
違
い
ま
す
し
、
伝
統
的
な

行
事
も
違
い
ま
す
。
沖
縄
で
盛
ん
な
エ
イ
サ
ー
も
、
宮
古
島
で
は
し
ま
せ
ん
。

宮
古
島
で
エ
イ
サ
ー
を
す
る
と
、
ソ
ー
ラ
ン
節
か
何
か
と
同
じ
で
、
違
う
島

の
文
化
、
芸
能
を
宮
古
島
で
や
っ
て
い
る
感
じ
に
な
る
の
で
す
。
本
州
あ
る

い
は
日
本
全
体
の
大
き
さ
も
文
化
の
多
様
性
も
方
言
の
多
様
性
も
そ
の
よ
う

に
理
解
し
た
ら
よ
い
と
思
い
ま
す
。

少
数
者
の
言
語
の
変
容
と
消
滅
の
危
機
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し
て
認
識
し
た
現
実
世
界
の
出
来
事
、
微
妙
で
複
雑
な
感
情
、
精
密
で
膨
大

な
量
の
知
識
と
思
想
を
表
現
し
伝
達
す
る
こ
と
の
で
き
る
緻
密
で
繊
細
で
複

雑
な
言
語
体
系
、
そ
れ
を
ま
る
ご
と
継
承
で
き
て
い
る
か
と
い
う
と
、
ま
っ

た
く
で
き
て
い
な
い
と
思
い
ま
す
。
伝
統
文
化
の
形
式
化
と
形
骸
化
が
進
行

し
て
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
沖
縄
の
エ
イ
サ
ー
で
す
が
、
若
い
人
た
ち
が
一
生
懸
命
や
り
ま

す
。
あ
る
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
の
八
五
歳
の
お
祝
い
を
、
沖
縄
で
は
「
ト
ゥ
シ
ビ

ー
」
と
い
う
の
で
す
が
、
そ
の
ト
ゥ
シ
ビ
ー
の
お
祝
い
で
孫
が
エ
イ
サ
ー
を

し
た
の
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
お
ば
あ
ち
ゃ
ん
が
自
分
の
お
祝
い
に
エ
イ
サ

ー
を
し
た
と
言
っ
て
怒
っ
て
帰
っ
て
し
ま
っ
て
、
孫
と
口
を
き
か
な
く
な
っ

た
。
な
ぜ
か
と
言
い
ま
す
と
、
エ
イ
サ
ー
は
祖
先
や
死
者
を
慰
め
る
芸
能
な

ん
で
す
。
孫
は
伝
統
的
な
芸
能
だ
か
ら
良
か
れ
と
思
っ
て
や
っ
た
の
で
す
。

と
こ
ろ
が
孫
は
歌
詞
の
意
味
も
エ
イ
サ
ー
の
意
味
も
わ
か
ら
な
い
ま
ま
や
っ

て
し
ま
っ
た
わ
け
で
す
。
エ
イ
サ
ー
の
意
味
や
本
質
を
知
ら
な
い
で
。

　

文
化
の
継
承
と
い
う
も
の
が
表
層
的
な
、
表
面
的
な
も
の
に
留
ま
っ
て
い

て
、
根
本
的
な
理
解
が
十
分
に
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら

れ
ま
す
。
沖
縄
で
は
三
線
も
伝
統
的
な
民
謡
も
盛
ん
な
の
で
す
が
、
そ
の
三

線
や
民
謡
を
教
え
る
師
匠
さ
ん
た
ち
が
方
言
を
知
ら
ず
、
若
い
人
た
ち
に
歌

詞
の
意
味
を
教
え
ら
れ
な
い
。
だ
け
ど
歌
が
「
上
手
だ
」、「
下
手
だ
」、
三

線
の
弾
き
方
が
「
う
ま
い
」、「
下
手
」
と
言
っ
て
指
導
し
て
い
ま
す
。
そ
れ

で
本
当
に
伝
統
文
化
の
継
承
が
可
能
な
の
で
し
ょ
う
か
。

　

沖
縄
の
テ
レ
ビ
で
も
「
桜
咲
い
た
ら
１
年
生
」
と
い
う
歌
が
流
れ
ま
す
。

沖
縄
で
は
桜
は
一
月
に
咲
き
ま
す
。
北
海
道
で
は
五
月
中
旬
く
ら
い
に
咲
き

ま
す
。
沖
縄
の
自
然
を
知
っ
て
い
れ
ば
変
な
歌
な
の
で
す
が
、
沖
縄
の
子
ど

も
た
ち
は
全
然
違
和
感
を
感
じ
て
い
ま
せ
ん
。
東
京
の
三
月
末
に
咲
く
桜
の

風
景
を
見
て
「
桜
咲
い
た
ら
１
年
生
」
と
歌
う
わ
け
で
す
。
い
っ
ぽ
う
で
若

い
人
た
ち
は
沖
縄
の
季
節
感
を
表
す
言
葉
を
知
ら
な
い
の
で
す
。

　

沖
縄
で
は
一
番
寒
い
一
月
に
ハ
ゼ
ノ
キ
が
真
っ
赤
に
紅
葉
す
る
の
で
す

が
、
そ
の
一
番
寒
い
一
月
に
桜
も
咲
く
の
で
す
。
秋
と
春
が
一
緒
に
や
っ
て

き
ま
す
。
沖
縄
方
言
に
は
春
と
い
う
単
語
も
秋
と
い
う
単
語
も
な
い
わ
け
で

す
。

　

日
本
の
季
節
変
化
が
日
め
く
り
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
め
く
る
よ
う
だ
と
す
る

と
、
沖
縄
の
季
節
変
化
は
、
週
め
く
り
の
カ
レ
ン
ダ
ー
を
め
く
る
よ
う
な
ゆ

っ
く
り
し
た
変
化
で
す
。
沖
縄
の
季
節
ご
と
に
鳴
く
蝉
の
声
、
鳥
の
声
、
あ

る
い
は
季
節
、
季
節
に
咲
く
花
、
花
の
色
が
あ
り
ま
す
。
し
か
し
そ
う
い
う

こ
と
を
ま
っ
た
く
勉
強
し
な
い
ま
ま
、
桜
前
線
が
ど
う
の
、
紅
葉
が
ど
う
の

と
テ
レ
ビ
で
は
見
る
の
で
す
が
、
自
分
た
ち
が
住
ん
で
い
る
地
域
の
自
然
を

表
す
言
葉
を
知
ら
な
い
。
地
域
の
自
然
や
自
然
感
な
ど
が
教
育
さ
れ
て
い
ま

せ
ん
。

　

南
北
に
長
い
日
本
。
北
と
南
、
太
平
洋
側
と
日
本
海
側
、
沿
岸
部
と
内
陸

部
、大
き
な
島
と
小
さ
な
島
。

個
性
的
で
変
異
に
富
ん
だ
自

然
環
境
に
囲
ま
れ
て
い
ま

す
。
と
い
う
こ
と
は
、
方
言

に
よ
る
自
然
の
表
現
、
季
節

の
表
現
も
多
様
で
変
異
に
満

ち
て
い
る
は
ず
で
す
。
そ
の

自
然
と
の
関
わ
り
方
や
感
じ

方
に
も
地
域
差
が
あ
り
、
方

言
差
が
あ
り
ま
す
。
方
言
の

語
彙
や
表
現
に
方
言
差
が
あ

り
ま
す
。

　

豊
か
な
自
然
の
表
現
の
例

と
し
て
、
沖
縄
に
は
こ
う
い
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こ
の
よ
う
な
日
常
生
活
の
中
で
の
微
妙
な
空
気
の
感
覚
と
い
う
も
の
を
表
現

す
る
言
葉
が
あ
っ
て
、
そ
れ
を
伝
え
て
い
く
わ
け
で
す
。

　

標
準
語
だ
と
「
割
っ
た
」
と
過
去
を
表
す
形
が
あ
る
の
で
す
が
、
沖
縄
の

方
言
で
は
「
ワ
タ
ン
」
と
「
ワ
イ
タ
ン
」
と
い
う
二
つ
の
過
去
形
が
あ
っ
て
、

「
ワ
タ
ン
」
を
第
一
過
去
、「
ワ
イ
タ
ン
」
を
第
二
過
去
と
言
い
ま
す
。

　

第
二
過
去
は
、
話
し
手
が
見
た
こ
と
し
か
言
わ
な
い
の
で
す
。
話
し
手
が

見
て
い
な
い
こ
と
は
第
二
過
去
で
は
言
い
ま
せ
ん
。
た
と
え
ば
「
信
長
は
本

能
寺
で
死
ん
だ
」
を
、「
信
長
、
本
能
寺
う
て
死
ぬ
た
ん
」
と
第
二
過
去
で

言
う
と
、「
お
前
、
見
て
き
た
の
か
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
の
で
す
。
タ
イ

ム
マ
シ
ン
で
も
な
い
限
り
、
見
て
く
る
わ
け
に
は
い
き
ま
せ
ん
か
ら
、
第
二

過
去
で
歴
史
的
な
事
実
を
言
う
こ
と
は
で
き
な
い
わ
け
で
す
。

　

第
二
過
去
は
、
自
分
の
こ
と
は
言
え
な
い
の
で
す
。「
私
が
割
り
ま
し
た
」

と
い
う
と
き
は
第
二
過
去
は
使
え
な
い
わ
け
で
す
。

　

若
い
人
が
沖
縄
の
方
言
を
勉
強
し
て
い
く
と
き
に
、
最
初
は
過
去
形
の
使

い
方
を
間
違
え
る
の
で
す
が
、
だ
ん
だ
ん
方
言
が
上
手
に
な
っ
て
い
く
と
、

過
去
形
の
使
い
分
け
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

　

質
問
を
す
る
と
き
に
も
、
相
手
が
見
た
可
能
性
が
あ
る
か
な
い
か
を
判
断

し
て
過
去
形
を
使
い
分
け
ま
す
。
た
と
え
ば
合
格
発
表
の
郵
便
物
が
届
く
こ

と
に
な
っ
て
い
る
。
だ
け
ど
娘
は
用
が
あ
っ
て
で
か
け
る
。
家
に
戻
っ
て
き

て
家
に
い
た
お
母
さ
ん
に
「
郵
便
屋
さ
ん
、
ち
ゅ
ー
た
ん
な
」
と
第
二
過
去

で
質
問
で
き
る
の
で
す
が
、
今
戻
っ
た
ば
か
り
の
お
父
さ
ん
に
は
第
二
過
去

で
は
質
問
で
き
ま
せ
ん
。

　

沖
縄
の
人
は
無
意
識
な
の
で
す
が
、
出
来
事
を
判
断
し
て
第
一
過
去
と
第

二
過
去
の
使
い
分
け
を
し
て
い
る
わ
け
で
す
。
方
言
が
違
う
と
出
来
事
の
認

識
の
仕
方
が
違
う
の
で
す
。
こ
と
ば
が
変
わ
る
と
い
う
こ
と
は
、
た
だ
伝
達

手
段
が
日
本
語
に
変
わ
る
、
英
語
に
変
わ
る
と
い
う
だ
け
で
は
な
く
、
感
受

性
と
か
物
事
の
認
識
の
仕
方
も
変
わ
っ
て
い
く
わ
け
で
す
。

う
も
の
が
あ
り
ま
す
。
私
が
調
査
を
し
た
西
原
町
の
方
言
で
す
。「
マ
フ
ッ

ク
ァ
ー　

ア
チ
サ
ク
ト
ゥ　

テ
ィ
ー
ダ　

ネ
ー
ラ
チ
カ
ラ　

ハ
ル
カ
イ　

イ

ケ
ー
」
で
す
。「
真
夏
の
日
中
は
暑
い
の
で
、
太
陽
を
萎
え
さ
せ
て
か
ら
畑

に
行
き
な
さ
い
」。「
マ
フ
ッ
ク
ァ
」
と
い
う
の
は
、
真
夏
の
昼
間
の
ム
ッ
と

す
る
よ
う
な
暑
い
状
態
を
言
う
の
で
す
が
、
こ
の
単
語
も
標
準
語
に
翻
訳
し

に
く
い
の
で
す
が
、
面
白
い
の
は
「
テ
ィ
ー
ダ　

ネ
ー
ラ
ス
ン
（
太
陽
を
萎

え
さ
せ
る
）」
と
い
う
表
現
で
す
。「
日
が
沈
ん
で
涼
し
く
な
っ
て
か
ら
」
と

言
わ
ず
に
「
太
陽
を
萎
え
さ
せ
る
」
と
い
う
の
で
す
。
比
喩
的
な
表
現
な
の

で
す
が
、
辞
書
で
「
テ
ィ
ー
ダ
（
太
陽
）」、「
ネ
ー
ラ
ス
ン
（
萎
え
さ
せ
る
）」

を
別
々
に
記
述
し
て
い
て
は
わ
か
り
ま
せ
ん
。「
太
陽
を
萎
え
さ
せ
る
」
と

い
う
考
え
方
・
感
じ
方
を
言
葉
で
表
現
す
る
。
知
人
が
暑
い
日
中
に
畑
に
向

か
っ
て
い
る
と
き
に
、「
日
射
病
や
熱
射
病
に
な
っ
て
大
変
だ
よ
。
も
っ
と

涼
し
く
な
っ
て
か
ら
行
き
な
さ
い
」
と
い
う
か
わ
り
に
、
さ
き
の
言
い
方
を

す
る
わ
け
で
す
。

　

「
チ
ュ
ー
ヌ　

ウ
ー
ド
ー　

テ
ィ
ー
ダ
カ
ジ
ャ　

ス
グ
ト
ゥ　

ユ
ー　

ニ

ン
ダ
リ
ー
サ（
今
日
の
布
団
は
太
陽
香
が
す
る
か
ら
、よ
く
眠
れ
る
よ
）」。「
テ

ィ
ー
ダ
カ
ジ
ャ
」
は
「
太
陽
の
に
お
い
」
と
い
う
意
味
で
す
。
お
日
さ
ま
の

に
お
い
で
す
。
良
く
干
さ
れ
た
布
団
と
か
衣
服
は
独
特
の
に
お
い
が
す
る
の

で
す
が
、
そ
れ
を
「
テ
ィ
ー
ダ
カ
ジ
ャ
」
と
表
現
す
る
わ
け
で
す
。「
今
日

の
布
団
は
（
チ
ュ
ー
ヌ　

ウ
ー
ド
ー
）
お
母
さ
ん
が
干
し
て
く
れ
た
ん
だ
」

と
い
う
感
謝
の
気
持
ち
を
込
め
な
が
ら
言
う
わ
け
で
す
。

　

「
イ
フ
ー
ナ
ー
シ　

ヌ
ク
バ
ト
ー
ク
ト
ゥ　

ア
ミ　

フ
イ
ン
テ
ー
（
妙
に

生
暖
か
い
か
ら
、
雨
で
も
降
る
の
だ
ろ
う
）」。
こ
れ
は
温
暖
前
線
が
通
り
過

ぎ
て
、
そ
の
後
雨
が
降
り
始
め
る
、
そ
の
直
前
の
独
特
の
湿
度
の
あ
る
生
暖

か
さ
を
表
現
し
た
も
の
で
す
。「
そ
の
う
ち
に
雨
が
降
る
」
と
い
う
独
特
の

生
暖
か
さ
を
表
わ
し
た
の
が
「
ヌ
ク
バ
ー
イ
ン
」
で
す
。
そ
の
場
に
い
な
い

と
、そ
の
感
覚
は
伝
わ
ら
な
い
し
、
方
言
で
な
い
と
伝
わ
ら
な
い
わ
け
で
す
。
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方
言
の
記
録
の
大
切
さ

　

方
言
の
継
承
に
必
要
な
こ
と
は
何
で
し
ょ
う
。
私
た
ち
の
暮
ら
し
は
幾
世

代
も
前
か
ら
続
く
先
人
た
ち
の
絶
え
間
な
い
創
造
と
改
良
の
積
み
重
ね
の
上

に
あ
り
ま
す
。
私
た
ち
の
も
の
の
見
方
や
感
じ
方
の
基
礎
を
つ
く
り
、
行
動

の
指
針
に
影
響
を
与
え
て
い
る
も
の
を
検
証
す
る
た
め
に
も
、
方
言
世
界
の

記
録
か
ら
始
め
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

で
き
る
だ
け
大
量
の
語
彙
と
詳
細
な
意
味
記
述
を
し
た
辞
書
と
、
文
法
書

の
編
纂
が
必
要
で
す
。
標
準
語
の
対
訳
が
載
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
て
、

い
ろ
い
ろ
な
表
現
や
例
文
を
載
せ
て
、
そ
こ
に
込
め
ら
れ
て
い
る
い
ろ
い
ろ

な
こ
と
を
記
述
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
文
法
書
も
形
式
や
標
準
語
の
対
訳

だ
け
が
載
っ
て
い
る
だ
け
で
な
く
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
味
と
用
法
と
そ
れ
ぞ
れ

の
使
い
分
け
を
記
述
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

　

そ
の
こ
と
に
よ
っ
て
、
か
つ
て
傷
付
け
ら
れ
失
わ
れ
た
自
信
と
誇
り
を
取

り
戻
し
、
活
力
あ
る
文
化
や
言
語
と
し
て
活
性
化
さ
せ
、
オ
リ
ジ
ナ
ル
な
新

し
い
文
化
や
言
語
表
現
を
創
造
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。

　

た
と
え
ば
与
那
国
島
の
若
い
人
た
ち
が
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
の
与
那

国
島
方
言
訳
バ
ー
ジ
ョ
ン
を
作
っ
て
み
た
い
と
思
っ
た
と
き
、
そ
れ
が
実
現

で
き
る
よ
う
な
辞
書
と
文
法
書
を
作
っ
て
お
く
。
辞
書
と
文
法
書
を
見
な
が

ら
、『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
の
与
那
国
島
方
言
訳
を
作
る
。
あ
る
い
は
、

こ
の
後
に
話
を
す
る
菊
秀
史
さ
ん
が
『
ハ
リ
ー
・
ポ
ッ
タ
ー
』
と
か
『
ロ
ー

ド
・
オ
ブ
・
ザ
・
リ
ン
グ
』
の
与
論
方
言
バ
ー
ジ
ョ
ン
の
脚
本
を
作
る
。
あ

る
い
は
与
論
方
言
の
映
画
を
作
る
と
か
、
与
論
方
言
だ
け
で
書
か
れ
て
い
る

物
語
を
書
く
。
そ
う
い
う
こ
と
を
若
い
人
が
し
た
い
と
思
っ
た
と
き
、
そ
れ

を
可
能
に
す
る
辞
書
と
文
法
書
と
テ
キ
ス
ト
を
作
っ
て
お
く
必
要
が
あ
る
わ

け
で
す
。
研
究
者
に
今
求
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
は
そ
う
い
う
こ
と
な
の
で
は

な
い
か
と
思
い
ま
す
。

　

未
来
の
方
言
継
承
。
50
年
後
、
１
０
０
年
後
に
ど
う
な
っ
て
い
る
か
。
研

究
者
が
21
世
紀
の
は
じ
め
に
調
査
し
た
、
デ
ー
タ
の
残
っ
て
い
る
方
言
は
、

50
年
後
も
１
０
０
年
後
も
残
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
そ
の
調
査
か
ら
漏
れ
た

方
言
は
痕
跡
も
残
さ
ず
消
え
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
わ
け
で
す
。
あ
る
島
の

人
た
ち
か
ら
「
ど
う
し
て
私
た
ち
の
島
の
方
言
は
残
っ
て
い
な
い
の
？
」
と

き
か
れ
、「
研
究
者
が
調
査
し
て
い
な
い
か
ら
で
す
」
と
い
う
状
況
に
な
ら

な
い
よ
う
、で
き
る
だ
け
た
く
さ
ん
の
方
言
を
記
録
し
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。


