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日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
の
ト
マ
・
ペ
ラ
ー
ル
と
申
し
ま
す
。

今
日
は
私
が
研
究
し
て
い
る
大
神
島
の
言
葉
を
中
心
に
「
消
え
て
ゆ
く
小
さ

な
島
の
こ
と
ば
」
の
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

世
界
の
こ
と
ば
の
危
機

　

世
界
の
中
に
６
千
ま
た
は
７
千

の
言
語
が
あ
る
と
言
わ
れ
て
い
ま

す
が
、
百
年
以
内
に
そ
の
半
分
が

完
全
に
消
滅
す
る
こ
と
が
予
想
さ

れ
て
い
ま
す
。
日
本
も
例
外
で
は

な
く
、
標
準
日
本
語
は
お
そ
ら
く

生
き
残
る
で
し
ょ
う
が
、
ア
イ
ヌ

語
や
各
地
の
こ
と
ば
は
消
滅
を
目

前
と
し
て
い
ま
す
。

　

そ
れ
が
な
ぜ
重
要
な
問
題
な
の

で
し
ょ
う
か
。
ま
ず
、
こ
と
ば
と

は
そ
の
地
域
に
し
か
な
い
伝
統
文

化
の
一
部
で
、
非
常
に
重
要
な
文

ト
マ
・
ペ
ラ
ー
ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
日
本
学
術
振
興
会
外
国
人
特
別
研
究
員
）

化
財
で
す
。
そ
の
地
域
だ

け
で
は
な
く
、
全
人
類
の

世
界
遺
産
で
も
あ
り
ま

す
。
ま
た
、
言
語
は
人
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
深

く
関
わ
っ
て
い
る
の
で
、

最
近
、
国
際
法
で
人
権
の

一
つ
と
し
て
「
言
語
権
」

が
認
め
ら
れ
つ
つ
あ
り
ま

す
。言
語
権
と
い
う
の
は
、

言
語
を
自
由
に
選
択
し
、

次
世
代
へ
継
承
し
、
さ
ら

に
立
法
・
行
政
・
教
育
・

メ
デ
ィ
ア
で
使
用
す
る
権

Thom
as  Pellard

講演3

消
え
て
ゆ
く

　
　

小
さ
な
島
の
こ
と
ば

ユネスコによる世界の危機言語

利
の
こ
と
で
す
。

　

私
が
専
門
と
し
て
い
る
言
語
学
に
と
っ
て
も
、
こ
と
ば
の
多
様
性
が
非
常

に
重
要
で
す
。
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
標
準
日
本
語
や
英
語
や
フ
ラ
ン
ス
語
の

よ
う
な
メ
ジ
ャ
ー
な
こ
と
ば
だ
け
を
基
に
し
て
、
人
間
の
こ
と
ば
が
ど
う
な

っ
て
い
る
か
を
論
じ
る
の
は
危
険
で
す
。
ま
だ
研
究
さ
れ
て
い
な
い
小
さ
な

こ
と
ば
に
、
誰
も
想
定
し
な
い
未
知
の
現
象
が
あ
る
可
能
性
が
非
常
に
大
き

い
で
す
。
ま
た
、
私
は
こ
と
ば
の
歴
史
に
非
常
に
興
味
が
あ
り
ま
す
が
、「
周

辺
的
」
な
地
域
の
こ
と
ば
に
中
央
方
言
で
は
消
え
て
し
ま
っ
た
古
い
特
徴
が

よ
く
残
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
ま
す
。

日
本
の
危
機
言
語
と
方
言

　

二
〇
〇
九
年
に
ユ
ネ
ス
コ
（
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
）
が
日
本
に
消
滅 日本の危機言語
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日本学術振興会外国人特別研究員
（京都大学）
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フランス・パリ）大学修了
博士（言語科学）
専門は記述言語学、歴史比較言語学

琉球列島

の
危
機
に
瀕
し
て
い
る
言
語
が
い
く
つ
も
あ
る
こ
と
を
認
定
し
ま
し
た
。
ア

イ
ヌ
語
、
琉
球
列
島
の
い
く
つ
か
の
こ
と
ば
、
八
丈
島
の
こ
と
ば
が
取
り
上

げ
ら
れ
ま
し
た
が
、
そ
れ
に
小
笠
原
諸
島
で
話
さ
れ
て
い
る
こ
と
ば
も
加
え

る
こ
と
が
で
き
る
と
思
い
ま
す
。

　

ユ
ネ
ス
コ
は
そ
れ
を
日
本
語
と
は
異
な
る
個
別
の
言
語
と
認
識
し
て
お

り
、
私
も
そ
れ
が
正
し
い
と
思
い
ま
す
。
方
言
と
言
語
の
区
別
は
簡
単
な
問

題
で
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
と
ば
が
隣
同
士
で
通
じ
な
い
場
合
は
方
言
で
は

な
く
別
の
言
語
と
考
え
る
の
が
普
通
で
す
。
先
程
の
狩
俣
先
生
の
お
話
に
も

あ
っ
た
よ
う
に
、
琉
球
列
島
の
中
に
お
互
い
こ
と
ば
が
通
じ
な
い
島
が
あ
る

の
で
、
そ
こ
に
複
数
の
言
語
が
存
在
す
る
こ
と
を
認
め
た
ほ
う
が
よ
い
で
し

ょ
う
。

　

方
言
や
地
域
の
こ
と
ば
に
関
し
て
は
意
識
の
問
題
が
あ
っ
て
、
今
は
地
域

の
伝
統
文
化
や
こ
と
ば
が
見
直
さ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
の
、
ま
だ
日
本
が
一
文

化
・
一
民
族
・
一
言
語
の
国
だ
と
い
う
考
え
方
が
根
強
く
、
多
様
性
そ
の
も

の
が
否
定
さ
れ
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
方
言
が
「
汚
い
・
正
し
く
な

い
・
訛
っ
て
い
る
」
と
い
う
考
え
方
も
未
だ
に
根
強
い
で
す
。
そ
れ
は
ま
っ

た
く
の
誤
解
で
あ
っ
て
、
共
通
語
が
方
言
よ
り
優
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は

あ
り
ま
せ
ん
。
東
北
の
方
言
が
よ
く
「
汚
い
」
と
言
わ
れ
ま
す
が
、
私
の
耳

に
は
共
通
語
よ
り
東
北
弁
の
ほ
う
が
き
れ
い
に
聞
こ
え
ま
す
。
そ
れ
に
共
通

語
も
「
訛
っ
て
い
る
」
と
こ

ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

こ
の
後
、
例
を
紹
介
し
よ
う

と
思
い
ま
す
。
共
通
語
も

元
々
東
京
方
言
に
基
づ
い
て

定
め
ら
れ
た
も
の
な
の
で
、

共
通
語
も
結
局
、
一
方
言
だ

と
い
う
こ
と
を
忘
れ
て
は
い

け
ま
せ
ん
。

　

私
は
琉
球
列
島
の
こ
と
ば
を
中
心
に
研
究
し
て
い
ま
す
が
、
狩
俣
先
生
の

お
話
に
あ
っ
た
よ
う
に
、
琉
球
列
島
は
北
琉
球
と
南
琉
球
に
分
か
れ
、
北
は

奄
美
・
沖
縄
、
南
は
宮
古
・
八
重
山
・
与
那
国
か
ら
な
っ
て
い
ま
す
。
明
治

ま
で
は
独
立
し
た
琉
球
王
国
と
い
う
別
の
国
に
属
し
て
い
ま
し
た
。
日
本
と

は
そ
れ
ほ
ど
交
流
が
な
か
っ
た
の
で
、
本
土
と
大
き
く
異
な
る
文
化
と
こ
と

ば
が
そ
こ
で
発
達
し
て
き
ま
し
た
。
特
に
こ
と
ば
は
日
本
の
中
で
バ
ラ
エ
テ

ィ
が
最
も
あ
る
地
域
で
す
。

大
神
島
の
こ
と
ば

　

私
は
二
〇
〇
七
年
か
ら
宮
古
諸
島
の
一
つ
で
あ
る
大
神
島
の
こ
と
ば
を
調

査
し
て
き
ま
し
た
。大
神
島
は
周
囲
が
２
㎞
ほ
ど
の
と
て
も
小
さ
な
島
で
す
。

過
疎
化
が
非
常
に
進
ん
で
お
り
、
現
在
は
た
ぶ
ん
30
人
も
い
な
い
と
思
い
ま

す
。
そ
の
ほ
と
ん
ど
が
高
齢
者
で
、
お
そ
ら
く
平
均
年
齢
が
七
十
歳
以
上
だ



26

大神島

と
思
い
ま
す
。

　

大
神
島
は
宮
古
島
か
ら
１
日
５
便
の
フ
ェ
リ
ー
で
、
約
10
分
で
辿
り
着
き

ま
す
が
、
島
に
は
泊
ま
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
せ
ん
。
店
も
、
民
家
の
中
に
日

用
品
が
少
し
置
い
て
あ
る
と
い
う
小
さ
な
商
店
し
か
あ
り
ま
せ
ん
。
戦
後
ま

で
は
大
神
島
は
と
て
も
貧
し
く
、
高
齢
者
に
よ
る
と
ま
る
で
発
展
途
上
国
の

よ
う
だ
っ
た
そ
う
で
す
。
電
気
や
水
道
な
ど
の
設
備
は
一
九
八
〇
年
代
に
入

っ
て
や
っ
と
完
備
さ
れ
た
そ
う
で
す
。

　

大
神
島
の
住
民
の
間
で
は
、
大
神
の
こ
と
ば
し
か
使
わ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

高
齢
者
は
小
学
校
に
入
学
し
て
か
ら
初
め
て
日
本
語
を
覚
え
た
そ
う
で
す
。

そ
の
親
は
日
本
語
が
一
生
ま
っ
た
く
で
き
な
か
っ
た
と
言
い
ま
す
。
島
を
出

た
若
い
世
代
は
、
四
十
代
な
ら
だ
い
た
い
伝
統
的
な
方
言
を
話
す
こ
と
が
で

き
ま
す
が
、
そ
れ
よ
り
若
い
人
た
ち
は
ま
っ
た
く
話
せ
ま
せ
ん
。

　

こ
の
よ
う
に
見
ま
す
と
、
大
神
方
言
は
ま
だ
生
き
て
い
ま
す
が
、
話
者
が

非
常
に
少
な
い
上
に
、
子
ど
も
へ
の
継
承
が
今
は
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
、

重
大
な
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い
ま
す
。
大
神
島
の
住
民
は
方
言
が
な
く
な

る
こ
と
を
非
常
に
悲
し
く
思
っ
て
い
る
そ
う
で
す
。

〈
大
神
島
を
訪
れ
て
〉

　

私
は
博
士
課
程
に
入
っ
た
ば
か
り
の
頃
、
琉
球
の
こ
と
ば
に
興
味
が
あ
り

ま
し
た
が
、
参
考
に
な
る
ま
と
ま
っ
た
記
述
が
な
か
な
か
見
つ
か
ら
な
か
っ

た
の
で
、
自
分
で
現
地
調
査
を
行
っ
て
、
そ
れ
を
記
述
す
る
こ
と
を
決
心
し

ま
し
た
。
敢
え
て
、
報
告
が
少
な
く
、
消
滅
し
そ
う
で
、
か
つ
調
査
し
に
く

い
と
言
わ
れ
て
い
る
大
神
方
言
と
い
う
危
機
言
語
に
挑
戦
す
る
こ
と
に
し
ま

し
た
。

　

最
初
は
ど
こ
の
方
言
を
調
査
す
れ
ば
よ
い
の
か
を
狩
俣
先
生
に
相
談
し
た

ら
、「
大
神
島
は
難
し
い
か
ら
や
め
た
方
が
よ
い
」と
言
わ
れ
ま
し
た
が（
笑
）、

私
は
頭
が
固
い
の
で
結
局
そ
れ
に
し
ま
し
た
。
確
か
に
色
々
難
し
か
っ
た
で

す
が
、
大
神
方
言
を
選
ん
だ
の
は
大
正
解
で
し
た
。
そ
の
調
査
に
よ
っ
て
得
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大神島を訪れて

ら
れ
た
成
果
は
非
常
に
大
き
か
っ
た
で
す
。
二
〇
〇
七
年
か
ら
何
回
も
大
神

島
を
訪
れ
て
、
長
い
と
き
は
三
ヶ
月
ぐ
ら
い
宮
古
本
島
で
宿
泊
し
な
が
ら
、

日
帰
り
で
通
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
う
や
っ
て
二
〇
〇
九
年
に
大
神
方
言
の
発

音
と
文
法
の
全
体
像
、
そ
れ
に
歴
史
的
な
変
化
の
記
述
を
博
士
論
文
と
し
て

ま
と
め
ま
し
た
。

　

学
問
の
面
だ
け
で
は
な
く
、
大
神
方
言
調
査
は
私
に
と
っ
て
大
変
良
い
人

生
の
経
験
で
も
あ
り
ま
し
た
。
食
べ
る
だ
け
で
精
一
杯
だ
っ
た
戦
前
の
時
代

か
ら
、
テ
レ
ビ
や
携
帯
電
話
の
時
代
へ
の
変
遷
を
目
撃
し
た
人
た
ち
と
触
れ

合
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
、
貴
重
な
戦
争
体
験
談
な
ど
も
聞
か
せ
て
い
た
だ

い
て
、
非
常
に
良
か
っ
た
と
思
い
ま
す
。

　

調
査
が
成
功
し
た
の
は
現
在
八
十
八
歳
の
方
に
出
会
え
た
こ
と
が
非
常
に

重
要
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
信
頼
関
係
を
築
き
上
げ
る
の
に
時
間
を
か
け
て

慎
重
な
態
度
を
取
っ
た
こ
と
も
大
事
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
実
は
、
大
神
島

は
「
神
秘
の
島
」
と
言
わ
れ
て
お
り
、
神
に
関
す
る
タ
ブ
ー
が
非
常
に
多
い

で
す
。
そ
の
た
め
民
俗
学
的
な
調
査
が
非
常
に
難
し
い
の
で
す
。
部
外
者
が

神
様
の
こ
と
や
お
祭
り
の
内
容
を
知
る
こ
と
が
許
さ
れ
て
い
な
い
の
で
す
。

見
る
こ
と
も
で
き
ま
せ
ん
し
、
聞
い
て
も
答
え
て
く
れ
ま
せ
ん
。
下
手
に
聞

い
て
し
ま
う
と
、
時
々
「
あ
ん
た
は
も
う
帰
れ
」
と
言
わ
れ
た
り
す
る
そ
う

で
す
。
私
は
旧
暦
の
こ
と
を
よ
く
知
ら
な
い
の
で
、
間
違
え
て
旧
暦
の
お
正

月
に
島
に
渡
っ
た
ら
、
船
か
ら
降
り
た
途
端
に
「
帰
り
な
さ
い
」
と
言
わ
れ

ま
し
た
。

　

そ
う
い
う
話
を
以
前
か
ら
伺
っ
て
い
た
の
で
、
最
初
は
「
神
様
」
と
い
う

単
語
な
ど
は
調
査
し
ま
せ
ん
で
し
た
。
ま
た
、
大
神
島
に
は
入
っ
て
は
い
け

な
い
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
神
様
が
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
「
ウ

タ
キ
」
と
い
う
聖
地
が
い
く
つ
か
あ
り
ま
す
。
そ
れ
を
聞
い
て
、
最
初
は
一

人
で
島
を
散
歩
す
る
こ
と
も
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。

　

ま
た
、
で
き
る
だ
け
大

神
方
言
で
話
そ
う
と
し
た

こ
と
も
非
常
に
印
象
が
良

か
っ
た
そ
う
で
す
。
そ
の

方
に
よ
る
と
、
今
ま
で
調

べ
に
来
た
人
た
ち
は
こ
と

ば
が
難
し
く
て
す
ぐ
に
や

め
て
帰
っ
て
し
ま
っ
た
。

私
み
た
い
に
ず
っ
と
通
っ

て
、
頑
張
っ
て
覚
え
た
人

は
今
ま
で
い
な
か
っ
た
の

で
、
非
常
に
喜
ば
れ
ま
し

た
。

　

調
査
し
て
い
る
間
に
、
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大神島での調査

そ
の
方
に
一
方
的
に
お
世
話
に
な
っ
て
、
長
時
間
に
わ
た
っ
て
す
ご
く
つ
ま

ら
な
い
、
変
な
質
問
ば
か
り
に
答
え
て
い
た
だ
い
て
、
迷
惑
を
か
け
て
い
る

な
と
思
っ
て
い
ま
し
た
。
し
か
し
あ
る
日
、
調
査
の
途
中
、「
忘
れ
か
け
て

い
る
昔
の
こ
と
や
こ
と
ば
を
思
い
出
し
て
、
と
て
も
楽
し
い
」
と
言
わ
れ
て

心
が
晴
れ
ま
し
た
。

　

ま
た
、「
自
分
に
も
方
言
を
聞
い
て
ほ
し
い
」
と
い
う
方
が
現
れ
て
、
そ

れ
も
私
に
と
っ
て
非
常
に
力
に
な
り
ま
し
た
。
い
つ
も
お
世
話
に
な
っ
て
い

る
方
の
孫
も
私
の
調
査
風
景
を
見
て
非
常
に
方
言
に
興
味
を
持
ち
は
じ
め
ま

し
た
。
外
国
の
人
が
習
い
に
来
る
ほ
ど
方
言
に
価
値
が
あ
る
こ
と
に
目
覚
め

た
よ
う
で
す
。
そ
う
い
う
人
が
増
え
れ
ば
方
言
が
生
き
残
る
可
能
性
が
あ
る

と
思
い
ま
す
。

〈
大
神
方
言
の
特
徴
と
重
要
性
〉

　

大
神
方
言
の
特
徴
と
重
要
性
と
い
い
ま
す
と
、
ま
ず
は
先
に
話

し
た
よ
う
に
、
こ
と
ば
が
全
く
通
じ
ま
せ
ん
。
共
通
語
も
、
ま
た

は
沖
縄
本
島
の
方
言
、
八
重
山
石
垣
島
の
方
言
も
ま
っ
た
く
通
じ

ま
せ
ん
。
宮
古
島
の
方
言
で
し
た
ら
な
ん
と
か
わ
か
り
ま
す
が
、

先
ほ
ど
の
菊
さ
ん
の
与
論
こ
と
ば
は
私
も
何
も
わ
か
り
ま
せ
ん
で

し
た
。

　

表
１
に
載
せ
た
単
語
を
ご
覧
に
な
っ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
、
ど

の
ぐ
ら
い
異
な
る
か
が
わ
か
る
と
思
い
ま
す
。大
神
の
こ
と
ば
は
、

左
は
音
声
表
記
を
し
て
、
右
は
カ
ナ
で
表
記
し
ま
し
た
。
ま
た
後

で
お
話
し
し
ま
す
が
、
大
神
の
方
言
に
は
カ
ナ
で
な
か
な
か
表
記

で
き
な
い
音
、
単
語
が
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。

　

大
神
方
言
は
宮
古
の
中
で
も
か
な
り
独
特
で
、
発
音
の
特
徴
が

目
立
ち
ま
す
。
そ
の
特
徴
は
日
本
語
だ
け
で
は
な
く
世
界
の
諸
言

語
か
ら
見
て
も
非
常
に
珍
し
い
も
の
で
す
。
狩
俣
先
生
の
お
話
に

も
あ
り
ま
し
た
が
、
子
音
が/p

・t

・k

・m

・n

・r

・v

・f

・s/

の
９
個
し

か
あ
り
ま
せ
ん
。
日
本
語
の
共
通
語
や
他
の
宮
古
方
言
は
だ
い
た
い
15
個
く

ら
い
は
あ
る
の
で
す
が
、
こ
の
方
言
に
は
９
個
し
か
な
く
、
お
そ
ら
く
日
本

列
島
の
中
で
最
も
少
な
い
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
「
パ
・
タ
・
カ
」
と
「
バ
・

ダ
・
ガ
」の
区
別
が
あ
り
ま
せ
ん
。
濁
音
が
こ
の
方
言
に
は
な
く
、「
開
け
ろ
」

も
「
上
げ
ろ
」
も
、
両
方
と
も
「
ア
キ
ル
」
と
言
っ
て
、
区
別
が
あ
り
ま
せ

ん
。
ま
た
珍
し
い
の
は
子
音
の
連
続
で
す
。
日
本
語
に
は
な
か
な
か
子
音
の

連
続
が
あ
り
ま
せ
ん
が
、
こ
の
方
言
に
は
た
く
さ
ん
あ
り
ま
す
。
た
と
え
ば

「
土
」
の
こ
と
を
「m

ta

」、「
人
」
は
「pstu

」、「
お
で
こ
」
は
「ftai

」、「
二

日
」
は
「fkska

」、「
引
っ
張
る
」
は
「sapsks

」
と
言
い
ま
す
。

　

も
っ
と
も
珍
し
い
の
は
次
の
特
徴
で
す
。
普
通
の
言
語
で
は
「
ア
・
イ
・

ウ
・
エ
・
オ
」
な
ど
の
よ
う
な
母
音
を
中
心
に
単
語
が
構
成
さ
れ
る
の
で
す

が
、
大
神
方
言
は
そ
の
原
理
に
反
し
ま
す
。
母
音
が
ま
っ
た
く
な
い
、
ま
た
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表１：大神方言の語彙

日本語 　　　大神 日本語 　　　大神
私 anu アヌ 妻 tuk m トゥキゥ
貴方 vva ッヴァ 疲れた pukarikam プカリカンム
自分 tuu トゥー 西 i m イイゥ
どこ nta ンタ 頭 kanama m カナマイゥ
ここ uma ウマ 首 nupui ヌプイ
同じ junumunu ユヌムヌ 髪の毛 karak m カラキゥ
虹 timpav ティンパヴ 卵 tunuka トゥヌカ
父 ma イゥア 低い p mtakam ピゥタカンム
兄 suta スゥタ 座る p mm ピゥー
子供 faa ファー 怖がる iv イヴ
男 pikitum ピキトゥンム

は
声
帯
を
振
動
さ
せ
て
発
音
さ
れ
る
音
も
一
切
な
い
単
語
が
あ
り
ま
す
。
た

と
え
ば
「
お
っ
ぱ
い
」
の
こ
と
は
「kss

」、「
櫛
」
は
「ff

」、「
作
る
」
は
「kff

」

と
言
い
ま
す
。
こ
れ
は
非
常
に
珍
し
い
特
徴
で
、
私
の
知
っ
て
い
る
限
り
で

は
世
界
の
中
で
こ
の
よ
う
な
言
語
は
他
に
２
例
し
か
な
く
、
ア
ジ
ア
で
は
他

に
あ
り
ま
せ
ん
。
言
語
の
一
般
理
論
に
と
っ
て
も
非
常
に
重
要
な
こ
と
ば
な

の
で
す
。

　

先
ほ
ど
私
は
こ

と
ば
の
歴
史
に
興

味
が
あ
る
と
言
い

ま
し
た
が
、
こ
の

方
言
に
も
非
常
に

古
い
特
徴
が
あ
っ

て
、
い
く
つ
か
紹

介
し
て
み
た
い
と

思
い
ま
す
。ま
ず
、

ハ
行
が
奈
良
時
代

と
同
じ
く
パ
行
に

な
っ
て
お
り
、
た

と
え
ば
「
花
」
の

こ
と
を
「
パ
ナ
」

と
言
い
ま
す
。
こ

れ
は
非
常
に
古
い

特
徴
で
、
共
通
語

の
ほ
う
が
「
訛
っ

て
い
ま
す
」。
ま

た
、「
夢
」
の
こ

と
を
奈
良
時
代
で

は
「
イ
メ
」
と
言
っ
て
い
ま
し
た
。
そ
れ
は
共
通
語
な
ど
で
「
ユ
メ
」
に
変

わ
り
ま
し
た
。
大
神
島
で
は
「
イ
ミ
」
と
言
い
、
最
初
の
音
は
ず
っ
と
変
わ

っ
て
い
ま
せ
ん
。
詳
し
い
こ
と
を
話
し
ま
す
と
複
雑
に
な
り
ま
す
が
、
奈
良

時
代
で
は
「
息
」
の
「
キ
」
と
「
木
」
の
「
キ
」
は
発
音
が
違
っ
て
い
ま
し

た
。現
代
の
日
本
語
で
は
同
じ
音
で
す
が
、大
神
方
言
で
は
違
い
ま
す
。「
息
」

の
方
は
「iks

」、「
木
」
の
ほ
う
は
「kii

」
と
言
い
ま
す
。
奈
良
時
代
の
区

別
を
し
っ
か
り
保
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
他
に
奈
良
時
代
で
は
既
に
消
え
て
い

た
、
ま
た
は
消
え
か
け
て
い
た
特
徴
も
保
っ
て
い
ま
す
。

こ
と
ば
の
多
様
性
を
守
る
た
め
に

〈
保
存
と
は
〉

　

で
は
、
こ
の
こ
と
ば
の
多
様
性
を
ど
の
よ
う
に
す
れ
ば
守
れ
る
の
で
し
ょ

う
か
。
保
存
と
は
ど
う
い
う
こ
と
な
の
で
し
ょ
う
か
。
こ
と
ば
を
化
石
化
し

た
形
で
博
物
館
の
中
で
文
化
遺
産
と
し
て
保
管
す
る
こ
と
な
の
か
。
そ
れ
と

も
生
き
た
ま
ま
で
次
世
代
へ
継
承
で
き
る
よ
う
に
保
護
す
る
こ
と
な
の
か
。

そ
れ
は
根
本
的
な
問
題
で
す
が
、
私
は
次
世
代
へ
継
承
で
き
る
よ
う
に
生
き

た
ま
ま
保
護
し
な
い
と
あ
ま
り
意
味
が
な
い
と
思
い
ま
す
。

　

今
は
地
方
の
こ
と
ば
の
研
究
が
支
援
さ
れ
て
お
り
注
目
も
浴
び
て
い
る
も

の
の
、
保
護
と
継
承
に
関
し
て
は
積
極
的
な
政
策
が
ま
だ
取
ら
れ
て
い
ま
せ

ん
。
菊
さ
ん
の
よ
う
に
、
地
元
で
そ
う
い
う
活
動
も
見
ら
れ
ま
す
が
、
大
き

な
規
模
の
政
策
は
ま
だ
あ
り
ま
せ
ん
。
し
か
し
若
い
世
代
へ
の
継
承
が
非
常

に
重
要
で
、
若
い
人
が
方
言
を
学
習
で
き
る
場
所
を
作
ら
な
い
と
、
そ
の
こ

と
ば
が
そ
の
ま
ま
消
え
て
い
く
こ
と
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

よ
く
心
配
さ
れ
る
の
は
、
子
ど
も
に
方
言
を
教
え
た
ら
共
通
語
が
で
き
な

く
な
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で
す
が
、そ
れ
は
ま
っ
た
く
の
誤
解
で
、
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人
間
に
は
こ
と
ば
を
い
く
つ
も
覚
え
ら
れ
る
能
力
が
あ
り
ま
す
。
実
際
、
二

ヶ
国
語
、
ま
た
は
そ
れ
以
上
話
せ
る
人
が
た
く
さ
ん
い
ま
す
。
ま
た
、
世
界

の
中
に
正
式
に
複
数
の
言
語
の
使
用
を
認
め
て
い
る
国
家
も
た
く
さ
ん
あ
り

ま
す
。
た
と
え
ば
カ
ナ
ダ
、
ス
イ
ス
、
ス
ペ
イ
ン
、
イ
ン
ド
、
シ
ン
ガ
ポ
ー

ル
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
ま
す
。
そ
の
よ
う
な
多
言
語
国
家
が
た
く
さ
ん
あ
る
の

で
、
日
本
も
そ
の
よ
う
な
国
に
な
る
こ
と
も
不
可
能
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

〈
保
存
の
方
法
〉

　

保
存
の
具
体
的
な
方
法
で
す
が
、
方
言
の
保
存
ま
た
は
復
興
の
活
動
は
地

元
か
ら
発
信
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。
地
方
の
こ
と
ば
は
、
そ
れ
を
話
し

て
い
る
人
と
習
い
た
い
人
の
努
力
が
な
け
れ
ば
消
滅
し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ

こ
で
国
ま
た
は
地
方
自
治
体
の
支
援
も
な
け
れ
ば
か
な
り
難
し
い
と
思
い
ま

す
。

　

言
語
学
者
は
「
我
々
の
こ
と
ば
を
救
え
」
と
一
方
的
に
言
わ
れ
て
も
非
常

に
困
り
ま
す
。
専
門
の
知
識
と
技
術
を
提
供
し
て
保
存
の
活
動
に
協
力
す
る

こ
と
は
で
き
ま
す
が
、
地
元
の
人
が
熱
心
に
そ
の
方
言
を
守
ろ
う
と
し
な
い

限
り
ど
う
に
も
な
り
ま
せ
ん
。
例
え
ば
菊
さ
ん
の
よ
う
な
方
が
い
る
と
非
常

に
よ
い
と
思
い
ま
す
。

　

研
究
者
は
こ
の
よ
う
に
保
存
活
動
に
協
力
し
、
で
き
る
だ
け
地
元
へ
の
還

元
を
し
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
が
、
そ
れ
は
今
ま
で
あ
ま
り
考
え
ら
れ
て
き

ま
せ
ん
で
し
た
。
た
と
え
ば
Ｎ
Ｈ
Ｋ
の
『
全
国
方
言
資
料
』
と
い
う
録
音
資

料
が
あ
っ
て
、
最
近
Ｃ
Ｄ
版
も
出
て
い
ま
す
。
そ
の
中
に
大
神
島
の
録
音
が

含
ま
れ
て
お
り
、
も
う
亡
く
な
っ
た
方
々
の
声
が
聞
け
る
の
で
す
が
、
大
神

の
人
に
聞
い
て
み
た
ら
、
誰
も
そ
の
資
料
の
存
在
を
知
ら
な
か
っ
た
そ
う
で

す
。
そ
の
資
料
が
地
元
に
「
還
元
」
さ
れ
る
べ
き
だ
と
誰
も
思
わ
な
か
っ
た

よ
う
で
す
が
、
こ
れ
は
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。
大
神
の
人
た
ち
に
そ
の
録
音

を
聞
か
せ
た
ら
、
自
分
の
親
戚
の
声
が
聞
こ
え
て
大
変
喜
ん
で
い
ま
し
た
。

多
く
の
場
合
、
伝
統
的
な
こ
と
ば
が
話
せ
る
の
は
高
齢
者
だ
け
で
、
今
記
録

し
な
い
と
今
後
継
承
も
研
究
も
一
切
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、

大
至
急
、
様
々
な
ジ
ャ
ン
ル
（
日
常
会
話
、
昔
話
、
歌
）
な
ど
の
音
声
、
映

像
、
テ
キ
ス
ト
を
集
め
な
け
れ
ば
な
り
ま
せ
ん
。

　

そ
の
他
に
不
可
欠
な
の
は
、
方
言
を
そ
れ
ぞ
れ
個
別
に
、
包
括
的
・
体
系

的
に
記
述
し
た
文
法
書
で
す
。
今
ま
で
は
こ
と
ば
の
全
体
像
を
明
ら
か
に
し

な
い
ま
ま
、
細
か
い
部
分
を
研
究
す
る
の
が
主
流
で
し
た
が
、
そ
れ
で
は
そ

の
こ
と
ば
の
全
体
の
姿
が
わ
か
り
ま
せ
ん
し
、
そ
の
こ
と
ば
を
学
習
す
る
こ

と
も
ま
っ
た
く
で
き
ま
せ
ん
。
琉
球
語
が
始
ま
っ
て
今
百
年
以
上
経
っ
て
い

る
の
に
、
記
述
文
法
書
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
う
こ
と
は
我
々
言
語
学
者
の

反
省
す
べ
き
問
題
だ
と
思
い
ま
す
。

　

あ
る
方
言
学
者
が
文
法
の
完
全
な
記
述
は
３
年
や
４
年
で
は
絶
対
に
で
き

な
い
と
言
っ
て
い
ま
す
が
、
私
は
そ
の
く
ら
い
の
時
間
が
あ
れ
ば
、
完
全
と

は
言
え
な
い
か
も
し
れ
ま
せ
ん
が
、
十
分
立
派
な
文
法
記
述
が
書
け
る
と
思

い
ま
す
。

　

地
域
の
こ
と
ば
が
消
滅
し
て
し
ま
う
の
は
ど
う
し
よ
う
も
な
い
と
断
定
す

る
人
も
い
ま
す
が
、
確
か
に
放
っ
て
お
い
て
し
ま
え
ば
、
あ
と
数
十
年
ま
た

は
数
年
で
日
本
の
多
様
な
こ
と
ば
は
完
全
に
姿
を
消
し
て
し
ま
い
ま
す
。
し

か
し
、
今
の
う
ち
に
保
存
に
全
力
を
注
げ
ば
生
き
残
る
可
能
性
は
十
分
あ
る

と
私
は
信
じ
て
い
ま
す
。
今
後
と
も
琉
球
の
こ
と
ば
の
研
究
を
続
け
て
、
保

存
・
復
興
活
動
に
で
き
る
だ
け
協
力
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
あ
り
が

と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）



31 ●　講演３　消えてゆく小さな島のことば

中本正智・中松竹雄（1984）「南島方言の概説」『講座方言学10　沖縄・奄美の方言』（国書刊行会)


