
1 

日
本
語
ラ
ッ
プ
の
韻
分
析
再
考
二
〇
一
七 

―
―
言
語
分
析
を
通
し
て
韻
を
考
え
る
―
― 

川
原
繁
人 

★

１ 

は

じ

め

に

★ 

  

今

回

の

特

集

号

の

執

筆

依

頼

を

受

け

た

時

は

正

直

戸

惑

い

ま

し

た

。

私

は

同

音

異

義

語

な

ど

の

「

同

じ

こ

と

ば

」

の

研

究

を

行

っ

て

い

る

わ

け

で

も

あ

り

ま

せ

ん

の

で

、

果

た

し

て

ど

ん

な

話

を

し

て

良

い

の

や

ら

戸

惑

い

ま

し

た

。

た

だ

、

ご

推

薦

し

て

頂

い

た

先

生

が

い

ら

っ

し

ゃ

る

と

い

う

こ

と

は

、

私

に

も

何

か

関

連

す

る

も

の

が

書

け

る

は

ず

で

あ

ろ

う

と

思

い

、

数

日

悩

ん

で

み

ま

し

た

。

す

る

と

、

確

か

に

私

は

「

同

じ

こ

と

ば

」

に

関

す

る

研

究

は

あ

ま

り

し

て

い

ま

せ

ん

が

、

「

音

的

に

近

い

こ

と

ば

」

に

関

す

る

研

究

は

結

構

行

な

っ

て

き

た

わ

け

で

す

。
こ

の
「

音

的

に

近

い

こ

と

ば

」

と

い

う

の

は

、

一

つ

例

を

あ

げ

る

と

、

韻

の

こ

と

で

す

。

で

す

か

ら

、
今

回

は

こ

の
「

音

的

に

近

い

こ

と

ば

＝

韻

」
に

関

す

る

話

を

、

少

し

昔

に

行

っ

た

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

言

語

学

的

考

察

を

例

に

と

っ

て

、

お

話

し

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。

た

だ

、

こ

の

お

話

を

し

よ

う

か

な

、

と

考

え

た

後

も

実

は

ま

た

迷

い

ま

し

た

。

な

ぜ

な

ら

、

私

が

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

言

語

学

的

研

究

を

行

っ

て

い

た

の

は

大

学

院

生

時

代

が

メ

イ

ン

で

し

て

、

十

年

ほ

ど

ラ

ッ

プ

に

関

す

る

新

し

い

研

究

を

し

て

い

ま

せ

ん

。

古

い

研

究

を

あ

ま

り

新

し

い

デ

ー

タ

を

提

供

す

る

こ

と

な

く

、

あ

た

か

も

新

し

い

研

究

の

よ

う

に

論

文

を

書

く

の

は

た

め

ら

わ

れ

た

わ

け

で

す

。
し

か

し

、
そ

れ

で

も

、

や

っ

ぱ

り

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

言

語

学

分

析

に

つ

い

て

こ

の

場

を

借

り

て

整

理

し

直

し

て

み

よ

う

と

思

い

ま

し

た

。

そ

れ

に

は

い

く

つ

か

理

由

が

あ

り

ま

す

。

 

 

第

一

に

、

私

の

今

の

研

究

活

動

の

一

環

と

し

て

「

言

語

学

を

い

か

に

面

白

く

若

い

人

た

ち

、

そ

れ

か

ら

言

語

学

の

外

の

人

た

ち

に

伝

え

る

か

」

を

模

索

し

て

い

ま

す

。

詳

し

く

は

私

の

ホ

ー

ム

ペ

ー

ジ

を

見

て

欲

し

い

の

で

す

が

、

私

は

結

構

真

面

目

に

「

メ

イ

ド

さ

ん

の

名

前

の

研

究

」

「

メ

イ

ド

声

の

音

声

学

的

研

究

」

「

ダ

ジ

ャ

レ

の

言

語

学

的

分

析

」

「

ポ

ケ

モ

ン

の

名

前

の

研

究

」

「

ウ

ル

ト

ラ

マ

ン

の

怪

獣

に

お

け

る

濁

音

の

分

布

」

「

ド

ラ

ゴ

ン

ク

エ

ス

ト

の

呪

文

の

名

前

の

分

析

」

な

ん

か

を

行

っ

て

い

ま

す

。

こ

れ

ら

の
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研

究

は

も

ち

ろ

ん

「

実

際

に

研

究

し

て

い

て

自

分

が

楽

し

め

る

」

と

い

う

の

も

あ

り

ま

す

が

、

「

言

語

学

を

知

ら

な

い

人

に

も

、

言

語

学

的

分

析

の

面

白

さ

を

知

っ

て

も

ら

い

た

い

」

と

い

う

気

持

ち

が

あ

っ

て

の

も

の

で

す

。

今

挙

げ

た

よ

う

な

研

究

は

日

本

語

で

も

読

め

る

よ

う

な

形

に

な

っ

て

い

る

の

で

す

が

、

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

分

析

を

日

本

語

で

ち

ゃ

ん

と

読

め

る

形

に

は

し

て

い

ま

せ

ん

で

し

た

。

で

す

か

ら

、

言

語

学

の

面

白

さ

を

伝

え

る

題

材

の

一

つ

と

し

て

、

こ

こ

で

ラ

ッ

プ

の

分

析

の

お

話

し

を

日

本

語

で

わ

か

り

や

す

く

書

い

て

お

く

の

は

、

悪

く

な

い

と

思

っ

た

の

が

、

第

一

の

理

由

で

す

。

（

そ

う

そ

う

、

私

の

こ

の

よ

う

な

「

ち

ょ

っ

と

面

白

そ

う

な

研

究

」

に

興

味

が

あ

る

人

は

岩

波

サ

イ

エ

ン

ス

ラ

イ

ブ

ラ

リ

ー

か

ら

出

た

拙

著

『

音

と

こ

と

ば

の

ふ

し

ぎ

な

世

界

』

を

読

ん

で

み

て

く

だ

さ

い

。

二

〇

一

七

年

十

一

月

に

は

ひ

つ

じ

書

房

か

ら

新

刊

が

出

る

予

定

で

す

。

） 

 

第

二

の

理

由

は

、
今
（

二

〇

一

七

年

）
日

本

語

ラ

ッ

プ

が

熱

い

、

と

い

う

こ

と

で

す

。

雑

誌

ユ

リ

イ

カ

で

は

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

特

集

が

組

ま

れ

、

サ

イ

フ

ァ

ー

と

呼

ば

れ

る

「

一

般

の

人

が

街

中

で

ラ

ッ

プ

バ

ト

ル

を

行

う

」
現

象

も

見

ら

れ

る

よ

う

に

な

っ

て

い

ま

す

。

『

高

校

生

ラ

ッ

プ

選

手

権

』

や

、

『

フ

リ

ー

ス

タ

イ

ル

ダ

ン

ジ

ョ

ン

』

な

ど

の

番

組

も

人

気

を

集

め

て

い

る

よ

う

で

す

。

ま

た

、

こ

の

熱

を

受

け

て

、

慶

應

義

塾

大

学

内

部

で

も

複

数

の

先

生

が

ラ

ッ

プ

の

研

究

を

行

っ

て

い

ま

す

。

で

す

か

ら

、

こ

の

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

熱

が

熱

い

う

ち

に

、

「

こ

ん

な

こ

と

を

考

え

て

い

る

言

語

学

者

い

た

ん

だ

よ

（

い

る

ん

だ

よ

）

」

と

い

う

の

を

宣

伝

し

て

お

き

た

い

と

い

う

ち

ょ

っ

と

邪

な

理

由

も

あ

り

ま

し

た

。 

 

最

後

の

理

由

は

、

も

う

こ

れ

は

個

人

的

な

理

由

と

し

か

言

い

よ

う

が

な

い

の

で

す

が

、

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

開

拓

者

と

も

い

え

る

Z
e

e
b

r
a

さ

ん

と

個

人

的

に

お

会

い

す

る

こ

と

が

で

き

た

、

と

い

う

こ

と

で

す

。

そ

し

て

、Z
e

e
b

r
a

さ

ん

か

ら

、

ラ

ッ

プ

を

分

析

す

る

上

で

、
先

に

進

む

こ

と

が

で

き

そ

う

な

ト

ラ

ッ

ク
（

＝

曲

、B
G

M

）

を

乗

せ

る

前

の

ア

カ

ペ

ラ

の

デ

ー

タ

を

頂

き

ま

し

た

。
で

す

の

で

、

こ

の

デ

ー

タ

を

用

い

て

、

ち

ょ

っ

と

は

新

し

い

お

話

も

で

き

る

か

な

と

も

思

い

ま

し

た

。 

 

こ

う

い

う

よ

う

に

論

文

を

書

い

た

個

人

的

背

景

を

お

話

し

す

る

の

は

、
音

声

学

の

論

文

で

は

禁

忌

と

い

う

か

、
誰

も

や

り

ま

せ

ん

。

学

問

的

背

景

の

お

話

は

必

須

で

す

け

ど

ね

。

で

も

、

今

回

は

あ

ま

り

気

張

っ

て

読

む

も

の

で

は

な

く

て

、

読

み

物

と

し

て

面

白

い

お

話

を

目

指

し

ま

す

の

で
「

こ

ん

な

思

い

を

込

め

て

書

き

ま

し

た

よ

」

と

い

う

こ

と

を

読

者

の

皆

さ

ん

に

ま

ず

お

伝

え

し

た

か

っ

た

の

で

す

。

で

す

か

ら

、

軽

い

気

持

ち

で

ち

ょ

っ

と

お

付

き

合

い

く

だ

さ

い

。 

■ ★

２ 

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

約

束

事 
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で

は

、

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

韻

の

分

析

を

、

こ

れ

か

ら

お

話

し

し

て

い

く

わ

け

で

す

が

、

一

般

に

は

ど

の

よ

う

な

ル

ー

ル

に

基

づ

い

て

ラ

ッ

パ

ー

は

韻

を

踏

ん

で

い

る

の

で

し

ょ

う

か

？

実

は

こ

れ

に

関

し

て

は

歴

史

的

変

遷

も

あ

る

の

で

す

が

、「

行

の

後

ろ

か

ら

、

数

個

の

母

音

を

合

わ

せ

た

単

語

を

組

み

合

わ

せ

る

」

と

い

う

も

の

が

韻

の

基

本

ル

ー

ル

で

あ

り

、

「

数

個

」

を

「

最

低

二

個

」

と

も

っ

と

明

確

に

規

定

す

る

人

も

い

ま

す

。

せ

っ

か

く

で

す

か

ら

、

ア

カ

ペ

ラ

の

デ

ー

タ

を

も

ら

っ

たD
ix

p
is

to
l f

e
a

t. Z
e

e
b

r
a

 

『F
ir

e

』

か

ら

実

際

の

例

を

見

て

み

ま

し

ょ

う

。 

  
 

1
. 

よ

こ

せ

耳

栓

、

そ

れ

か

ら

拡

声

器 

 
 

2
. 

落

と

し

て

や

る

ぜ

、

音

楽

の

核

兵

器 

 
 

3
. 

爆

撃

機 

 
 

4
. 

か

ら

次

々

投

下 

 
 

5
. 

も

う

一

回

焼

き

払

お

う

か 

 

こ

の

例

の

中

に

韻

が

二

つ

隠

れ

て

い

ま

す

。

わ

か

り

ま

す

で

し

ょ

う

か

？

ま

ず

一

行

目

最

後

の

「

拡

声

器

」

の

母

音

が[
a

 u
 e

 e
 i]

で

す

ね

。

二

行

目

最

後

の

「

核

兵

器

」

も

母

音

は[
a

 u
 e

 e
 i]

で

す

。

同

じ

母

音

で

す

ね

。

三

行

目

の

「

爆

撃

機

」

は[
a

 u
 e

 i i]

で

す

か

ら

、

後

ろ

か

ら

二

番

目

の

母

音

は

ち

ょ

っ

と

違

う

の

で

す

が

（[
e

]
 v

s
. [

i
]

）
、

こ

れ

く

ら

い

の

誤

差

は

許

さ

れ

る

よ

う

で

す

（

注

一

）
。

音

声

学

を

習

っ

た

方

は

、

実

は[
e

]

と[
i]

が

「

似

て

い

る

母

音

」
で

あ

る

こ

と

を

思

い

出

し

た

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。
そ

う

、

ど

ち

ら

の

母

音

も

「

舌

が

前

に

出

る

」

と

い

う

点

で

似

て

い

る

母

音

な

の

で

す

。

と

も

あ

れ

、

同

じ

よ

う

な

母

音

を

持

つ

単

語

が

並

ん

で

い

ま

す

ね

。 

 

も

う

一

つ

の

韻

は

四

行

目

最

後

の

単

語
「

投

下

」
の

母

音

が 
[
o

 

o
 a

]
 

で

、
五

行

目

最

後

の
「

焼

き

払

お

う

か

」
の

最

後

の

母

音

と

一

致

し

て

い

ま

す

。

こ

の

よ

う

に

、

韻

は

基

本

的

に

「

母

音

が

同

じ

で

あ

る

こ

と

」

に

よ

っ

て

定

義

さ

れ

て

い

ま

す

。

そ

し

て

、

韻

の

基

本

の

ル

ー

ル

は

母

音

に

関

す

る

も

の

だ

け

で

、「

子

音

は

無

視

さ

れ

る

」

と

い

う

の

が

定

説

で

し

た

。

し

か

し

、

実

際

に

色

々

な

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

韻

を

自

分

で

聞

い

て

み

る

と

「

関

係

あ

る

の

は

母

音

だ

け

で

は

な

さ

そ

う

だ

ぞ

」

と

気

づ

い

た

こ

と

が

こ

の

研

究

の

始

ま

り

で

し

た

。

た

だ

、

こ

の

研

究

の

紹

介

を

す

る

前

に

も

う

ち

ょ

っ

と

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

韻

に

つ

い

て

お

話

し

さ

せ

て

く

だ

さ

い

。 

 

今

ま

で

の

解

説

を

聞

い

て

「

本

当

に

韻

を

踏

ん

で

い

る

か

わ

か

る

の

？

」

と

思

っ

た

方

も

い

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

そ

ん

な

方

に

は

ぜ

ひ

、

一

回

実

際

に

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

を

聴

い

て

頂

き

た

い

で

す

。

き

っ

と

な

ん

と

な

く

で

も

、

ど

こ

で

韻

を

踏

ん

で

い

る

の

か

が

分

か

る

と

思

い

ま

す

。

ま

た

、

フ

リ

ー

ス

タ

イ

ル

バ

ト

ル

と

い

っ

て

、

二

人

の

ラ

ッ

パ

ー

が

即

興

で

韻

の

踏

み

合

い

を

す

る

こ

と



4 

が

あ

る

の

で

す

が

、

観

客

が

盛

り

上

が

る

の

は

や

っ

ぱ

り

「

い

い

韻

」

が

決

ま

っ

た

時

で

す

。

で

す

か

ら

、

少

な

く

て

も

ラ

ッ

プ

を

聴

い

て

い

る

人

に

は
「

韻

」

と

い

う

も

の

が

伝

わ

っ

て

い

る

の

で

す

。

作

詞

を

し

て

い

る

ラ

ッ

パ

ー

だ

っ

て

、「

こ

こ

か

ら

俺

の

（

わ

た

し

の

）

韻

が

始

ま

る

ぞ

」

と

い

う

の

を

観

客

に

伝

え

た

い

は

ず

で

す

。

で

は

、

ラ

ッ

パ

ー

は

ど

の

よ

う

に

韻

を

聞

き

手

に

伝

え

て

い

る

の

で

し

ょ

う

？ 

 

せ

っ

か

く

ラ

ッ

パ

ー

の

方

か

ら

ア

カ

ペ

ラ

の

録

音

を

い

た

だ

く

と

い

う

機

会

を

得

ら

れ

ま

し

た

の

で

、

ち

ょ

っ

と

音

声

分

析

し

て

み

ま

し

た

。

先

ほ

ど

の

曲

の

冒

頭

部

分

の

ピ

ッ

チ

（

声

の

高

さ

、

周

波

数

）

を

分

析

し

た

も

の

を

図

一

に

示

し

ま

す

。

少

し

見

や

す

く

す

る

た

め

に

、

そ

の

ま

ま

の

デ

ー

タ

で

は

な

く

、

外

れ

値

な

ど

は

除

い

て

い

ま

す

。 

 

図

一

は

、
「

な

ん

ね

」
「

ま

っ

て

」
「

ら

ん

ね

」
「O

n
e

 d
a

y

」

と

韻

を

踏

ん

で

い

る

部

分

の

ピ

ッ

チ

の

変

化

を

示

し

て

い

ま

す

が

、

ど

の

単

語

で

も

ピ

ッ

チ

の

山

が

観

察

さ

れ

る

の

が

わ

か

る

で

し

ょ

う

か

？

こ

れ

は

韻

を

踏

ん

で

い

る

部

分

に

独

特

の

ピ

ッ

チ

の

変

化

を

つ

け

る

こ

と

に

よ

っ

て

、「

こ

こ

で

韻

を

表

現

し

て

い

る

ぞ

」
と

い

う

サ

イ

ン

を

出

し

て

い

る

の

だ

と

思

い

ま

す

。

ま

た

、

面

白

い

こ

と

に

、

日

本

語

は

こ

の

山

に

な

る

よ

う

な

ピ

ッ

チ

の

形

を

日

常

で

も

よ

く

使

い

ま

す

。

し

か

し

、

例

え

ば

「

ら

ん

ね

ー

」

で

は

通

常

の

発

音

で

は

、

山

の

下

降

部

分

が

「

ね

ー

」

の

部

分

に

く

る

の

で

す

が

、

よ

く

聞

い

て

み

る

とZ
e

e
b

r
a

の

実

際

の

歌

い

方

で

は

、

「

ら

ん

」

の

部

分

に

下

降

が

来

て

い

ま

す

。

日

常

で

使

う

ピ

ッ

チ

下

降

と

い

う

音

声

学

的

特

徴

を

用

い

つ

つ

、

ま

た

一

方

で

日

常

の

使

用

方

法

か

ら

少

し

逸

脱

す

る

こ

と

で

特

別

感

を

出

し

て

い

る

の

だ

と

私

は

感

じ

ま

す

。（

ち

な

み

に

、
私

が

初

め

て

こ

の

ア

カ

ペ

ラ

の

音

を

聞

い

た

時

に

は

、

韻

の

部

分

を

強

く

発

音

し

て

い

る

よ

う

に

感

じ

ま

し

た

が

、

音

圧

レ

ベ

ル

を

分

析

し

て

も

違

い

は

出

て

き

ま

せ

ん

で

し

た

…

。

た

だ

し

音

楽

を

や

っ

て

い

る

人

に

聞

い

て

も

ら

っ

た

ら

、
音

の

強

さ

の

感

じ

は

し

な

い

、
と

い

う

こ

と

な

の

で

、

私

の

耳

が

音

の

高

さ

の

変

化

を

強

さ

の

変

化

と

勘

違

い

し

て

し

ま

っ

た

の

で

す

ね

。
） 

 
そ

れ

か

ら

、

も

う

一

つ

だ

け

日

本

語

の

韻

に

関

し

て

お

話

さ

せ

て

く

だ

さ

い

。

韻

の

踏

み

方

は

ア

ー

テ

ィ

ス

ト

そ

れ

ぞ

れ

で

す

。

「

一

致

さ

せ

る

母

音

の

個

数

＝

最

低

二

個

」

と

い

う

ル

ー

ル

に

拘

ら

な

い

ラ

ッ

パ

ー

も

多

く

い

ま

す

。（

私

が

敬

愛

す

る

ブ

ッ

ダ

ブ

ラ
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ン

ド

のD
e

v
 L

a
r

g
e

も

そ

う

で

し

た

。R
.I

.P
.

）
し

か

し

、
一

方

で

一

致

す

る

母

音

に

上

限

は

あ

り

ま

せ

ん

。

と

て

も

印

象

的

な

の

は

Z
e

e
b

r
a

の

「

ソ

ー

ル

ト

レ

イ

ン

」
と
「

ゴ

ー

ル

ド

チ

ェ

ー

ン

」
の

韻

で

す

（

出

典

はD
J

 
H

a
s

e
b

e
 

f
e

a
t
. 

Z
e

e
b

r
a

 
&

 
M

u
m

m
y

-
D

,

『M
a

s
t
e

r
m

in
d

』
）
。

全

て

の

母

音

六

個

（[
o

 o
 u

 o
 e

 e
]

）

が

一

致

し

て

い

る

か

ら

び

っ

く

り

で

す

よ

ね

。
少

な

く

て

も

昔

は

、「

日

本

語

は

子

音

で

終

わ

る

単

語

が

少

な

い

か

ら

韻

に

向

か

な

い

」

と

い

う

論

調

も

あ

り

ま

し

た

が

、

私

は

逆

だ

と

思

っ

て

い

ま

す

。

日

本

語

と

い

う

言

語

が

、

子

音

で

終

わ

れ

な

い

か

ら

こ

そ

、

母

音

を

後

ろ

か

ら

奥

の

方

ま

で

さ

か

の

ぼ

っ

て

い

く

と

い

う

手

法

が

生

ま

れ

、

六

つ

も

の

母

音

を

一

致

さ

せ

る

韻

が

生

ま

れ

た

の

で

す

。

私

は

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

を

聞

く

と

き

に

は

や

っ

ぱ

り
「

韻

の

上

手

さ

」

を

無

意

識

的

に

味

わ

っ

て

い

る

こ

と

が

多

く

、「

あ

、
今

回

は

４

つ

も

母

音

が

揃

っ

て

い

る

な

」

な

ど

と

考

え

て

し

ま

う

こ

と

も

し

ば

し

ば

で

す

。

し

か

し

、

い

く

つ

も

の

母

音

が

揃

っ

た

単

語

の

ペ

ア

を

意

味

も

考

え

な

が

ら

韻

と

し

て

組

み

合

わ

せ

る

と

い

う

の

は

大

変

な

技

術

で

あ

り

、

そ

の

意

味

で

日

本

語

ラ

ッ

プ

は

言

語

芸

術

(
v

e
r

b
a

l a
r

t
)

と

呼

ん

で

も

い

い

の

で

は

な

い

で

し

ょ

う

か

？ 

 

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

韻

に

関

し

て

、

半

分

私

の

感

想

の

よ

う

な

も

の

を

交

え

て

話

し

て

し

ま

い

ま

し

た

が

、

次

の

節

で

は

、

学

術

論

文

に

も

出

版

さ

れ

た

分

析

を

見

て

い

く

こ

と

に

し

ま

し

ょ

う

。 

 

★

３ 

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

子

音

の

分

析 

□

私

が

二

〇

〇

七

年

に

出

版

し

た

論

文(
K

a
w

a
h

a
r

a
 

2
0

0
7

)

で

分

析

し

た

子

音

に

関

し

て

の

お

話

に

入

り

た

い

と

思

い

ま

す
（

注

二

）
。

前

節

で

「

韻

に

お

い

て

、

子

音

は

無

視

さ

れ

る

」

と

い

う

の

が

ラ

ッ

パ

ー

の

間

で

の

一

般

的

な

決

ま

り

ご

と

だ

と

い

う

お

話

を

し

ま

し

た

。

し

か

し

、

色

々

な

ラ

ッ

プ

の

曲

を

聴

い

て

い

た

私

に

は

、

「

子

音

が

無

視

さ

れ

て

い

る

」
よ

う

に

は

思

え

な

か

っ

た

の

で

す

。

せ

っ

か

く

で

す

の

で

、
先

ほ

ど

のZ
e

e
b

r
a

の

曲

の

中

の

例

を

も

う

ち

ょ

っ

と

見

て

み

ま

し

ょ

う

。（[  
]

内

に

韻

を

示

し

ま

す

。
こ

こ

で

は

表

記

で

は

、

撥

音

（

ん

）

と

促

音

（

っ

）

は

省

き

ま

す

。
） 

  
 

1
. 

も

う

我

慢

な

ん

ね

ぇ 
[
n

a
 n

e
]
 

 
 

2
. 

待

っ

て

ら

ん

ね

ぇ 
[
r

a
 n

e
]
 

 
 

3
. 

い

つ

か

来

る

ワ

ン

デ

イ 
[
w

a
 d

e
]
 

 
 

 

 
 

4
. 

テ

レ

ビ

つ

け

り

ゃ

パ

チ

モ

ン

ば

っ

か 
[
b

a
 k

a
]
 

 
 

5
. 

コ

ン

ビ

ニ

入

り

ゃ

ク

ソ

なM
u

t
h

a
f
u

c
k

a
 [

f
a

 k
a

]
 

 
ま

ず

一

行

目

と

二

行

目

の

韻

で

す

が

、

子

音

を

見

る

と[
n

]
-
[
r

]

が

対

応

し

、

次

に[
n

]
-
[
n

]

が

対

応

し

て

い

ま

す

ね

。

後

者

は

同

じ

子

音

の

ペ

ア

で

す

。

で

は

前

者

は

ど

う

で

し

ょ

う

？

音

声

学

や

音

韻

論

を

や

っ

て

い

る

人

は

お

気

づ

き

か

と

思

い

ま

す

が

、[
n

]

と[
r

]
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は
「

似

た

子

音

」
の

ペ

ア

な

の

で

す

。 

「

な

、
な

、
な

」
と
「

ら

、

ら

、

ら

」

と

発

音

し

て

み

て

く

だ

さ

い

。

舌

先

が

歯

の

裏

あ

た

り

に

当

た

る

の

が

分

か

り

ま

す

か

？

ま

た

こ

の

二

つ

の

子

音

は

、

発

音

時

に

口

の

中

で

空

気

が

よ

く

流

れ

る

の

で

、「

共

鳴

音

」
と

呼

ば

れ

ま

す

。 

 

次

に

、

二

行

目

と

三

行

目

の

ペ

ア

で

す

が

、

一

つ

目

の

子

音

の

ペ

ア

は[
r

]
-
[
w

]

で

す

。

こ

の

二

つ

の

音

は

、

共

鳴

音

の

中

で

も

特

に

空

気

が

よ

く

流

れ

る

音

で

、
「

接

近

音

」

と

呼

ば

れ

て

い

ま

す

。

二

個

目

の

子

音

の

ペ

ア

の[
n

]
-
[
d

]
は

両

方

と

も

「

舌

先

を

使

っ

て

出

す

音

」
で
（

実

際

に

発

音

し

て

確

か

め

て

見

ま

し

ょ

う

）
、
違

っ

て

い

る

の

は

「

鼻

か

ら

空

気

が

抜

け

る

か

ど

う

か

」

で

す

。

四

行

目

と

五

行

目

の

韻

の

初

め

の

子

音

の

ペ

ア 
[
b

]
-
[
f
]

（

日

本

語

で

発

音

す

る

と[
ɸ

]

）
で

す

が

、
こ

ち

ら

は

ど

ち

ら

も
「

唇

を

使

っ

て

発

音

す

る

音

」

で

す

。

せ

っ

か

く

で

す

か

ら

、

も

う

一

個

例

を

見

て

み

ま

し

ょ

う

。 

  
 

1
. 

い

つ

ま

で

も

み

ん

な

メ

デ

ィ

ア

の

ペ

ッ

ト 
[
p

e
 t

o
]
 

 

 
 

2
. 

イ

ン

タ

ー

ネ

ッ

ト 
[
n

e
 t

o
]
 

 
 

3
. 

で

主

導

権

ゲ

ッ

ト 
[ ɡ

e
 t

o
]
 

 

 
 

4
. 

頭

文

字Z
 [

z
e

 t
o

]
 

 
 

5
. 

に

全

額

ベ

ッ

ト 
[
b

e
 t

o
]
 

 

 

こ

の

韻

の

ペ

ア

は

一

番

目

の

子

音

で

は

、[
p

]
-
[
n

]
-
[ ɡ

]
-
[
z

]
-
[
b

]

と

言

う

子

音

が

並

ん

で

い

ま

す

。
ち

ょ

っ

と[
n

]

は

仲

間

は

ず

れ

で

す

が

、
後

半

の

三

つ

は

全

て
「

濁

音

」
、
音

声

学

的

に

は
「

有

声

阻

害

音

」
と

呼

ば

れ

る

も

の

で

す

。[
p

]

は
「

無

声

阻

害

音

」
と

呼

ば

れ

る

も

の

で

、

濁

音

の

兄

弟

の

よ

う

な

も

の

で

す

。

二

番

目

の

子

音

は

全

て[
t
]

で

す

ね

。
こ

う

や

っ

て

み

る

と

、
韻

を

踏

む

時

に

は
「

同

じ

音

」

や

「

似

た

音

」

が

多

く

使

わ

れ

て

い

る

傾

向

が

見

ら

れ

た

わ

け

で

す

。 

 

と

い

う

わ

け

で

、

こ

の

韻

を

踏

む

時

に

は

「

似

た

子

音

が

使

わ

れ

る

傾

向

に

あ

る

」

と

い

う

仮

説

を

検

証

す

る

こ

と

に

な

り

ま

し

た

。

そ

し

て

、

そ

の

仮

説

の

検

証

の

た

め

に

た

く

さ

ん

の

デ

ー

タ

を

集

め

た

デ

ー

タ

ベ

ー

ス

を

作

る

こ

と

に

し

ま

し

た

。

具

体

的

に

は

九

八

曲

の

ラ

ッ

プ

の

歌

詞

に

現

れ

る

韻

の

子

音

の

ペ

ア

を

全

て

コ

ー

デ

ィ

ン

グ

し

て

、

統

計

分

析

し

て

み

た

の

で

す

。

こ

ん

な

に

頑

張

っ

た

背

景

に

は

、「

似

た

子

音

が

使

わ

れ

る

の

は

偶

然

じ

ゃ

な

い

？

」
と

い

う

反

論

に

対

し

て

、
し

っ

か

り

と

デ

ー

タ

を

集

め

て

、

反

論

し

た

か

っ

た

と

い

う

こ

と

が

挙

げ

ら

れ

ま

す

。
も

う

一

つ

は

、

当

時

「

日

本

語

は

ラ

ッ

プ

に

向

い

て

い

な

い

」

と

い

う

論

調

が

あ

っ

た

の

で

す

が

、

そ

れ

に

対

し

て

「

い

や

い

や

、

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

と

い

う

も

の

は

し

っ

か

り

と

し

た

規

則

に

基

づ

い

て

紡

が

れ

て

い

る

の

だ

」

と

い

う

こ

と

を

示

し

た

か

っ

た

の

で

す

。 
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と

も

あ

れ

、

分

析

の

一

歩

と

し

て

た

く

さ

ん

の

韻

の

子

音

の

ペ

ア

を

集

め

ま

し

た

。
で

は

、
次

の

問

題

は

、「

似

た

子

音

ほ

ど

韻

が

踏

ま

れ

や

す

い

」

と

い

う

相

関

を

ど

の

よ

う

に

示

す

か

で

し

た

。

相

関

を

示

す

た

め

に

は

、「

似

た

」
と

い

う

尺

度

と
「

韻

が

踏

ま

れ

や

す

い

」

と

い

う

尺

度

を

計

量

的

に

表

す

必

要

が

あ

り

ま

し

た

。

ま

ず

後

者

か

ら

考

え

て

み

ま

し

ょ

う

。

例

え

ば

、[
p

]
-
[
b

]

と

い

う

ペ

ア

が

二

〇

〇

回

、[
p

]
-
[
w

]

と

い

う

ペ

ア

が

一

五

〇

回

出

て

き

た

と

し

ま

す

。

こ

こ

か

ら

、[
b

]
の

方

が[
w

]

よ

り

「

韻

に

お

け

る[
p

]

と

の

組

み

合

わ

せ

の

相

性

が

良

い

」

と

結

論

づ

け

ら

れ

る

で

し

ょ

う

か

？

答

え

は

否

で

す

。

な

ぜ

な

ら

、[
w

]

の

方

が[
b

]

よ

り

も

と

も

と

出

て

来

る

確

率

が

低

い

か

も

し

れ

な

い

か

ら

で

す

。

こ

ん

な

例

え

も

可

能

で

し

ょ

う

。「

お

昼

ご

飯

を

食

べ

、
か

つ

、
晩

御

飯

を

食

べ

る

」

回

数

は

「

お

昼

ご

飯

を

食

べ

、

か

つ

雷

に

打

た

れ

る

」

回

数

よ

り

も

圧

倒

的

に

高

い

で

し

ょ

う

。
こ

こ

か

ら

、「

お

昼

ご

飯

を

食

べ

る

」

事

象

と

「

雷

に

打

た

れ

る

」

事

象

の

組

み

合

わ

せ

の

相

性

が

悪

い

と

結

論

づ

け

ら

れ

る

で

し

ょ

う

か

？

で

き

ま

せ

ん

ね

。

な

ぜ

な

ら

「

雷

に

打

た

れ

る

確

率

」

そ

の

も

の

が

と

て

も

低

い

か

ら

で

す

。

で

す

か

ら

、

二

つ

要

素

の

組

み

合

わ

せ

の

相

性

を

考

え

る

場

合

、

個

々

の

要

素

の

出

現

確

率

を

考

慮

に

入

れ

る

必

要

が

あ

り

ま

す

。
よ

っ

て

、
こ

の

研

究

で

はO
/E

 r
a

t
i
o

と

い

う

統

計

量

を

使

い

ま

し

た

。

こ

の

値

が

高

け

れ

ば

高

い

ほ

ど

「

韻

の

組

み

合

わ

せ

の

相

性

が

良

い

」

と

思

っ

て

く

だ

さ

い

。

細

か

い

計

算

方

法

が

気

に

な

る

人

は

、

上

記

の

論

文

を

参

照

し

て

く

だ

さ

い

。 

 

で

は

、

も

う

一

つ

の

尺

度

「

二

つ

の

子

音

が

ど

の

く

ら

い

似

て

い

る

の

か

」

と

い

う

の

は

ど

の

よ

う

に

計

量

化

し

た

の

で

し

ょ

う

か

。
こ

れ

に

は

、「

音

が

ど

の

よ

う

に

発

音

さ

れ

る

か

を

七

つ

の

次

元

で

分

析

し

、

何

次

元

一

致

し

て

い

る

か

」

を

尺

度

と

し

て

用

い

ま

し

た

。
ち

ょ

っ

と

複

雑

で

す

が

、
こ

ん

な

感

じ

で

す

。
例

え

ば

、

一

つ

の

次

元

は

「

鼻

に

空

気

が

抜

け

る

か

抜

け

な

い

か

」

で

す

。

[
n

]

は

鼻

か

ら

空

気

が

抜

け

ま

す

が

、[
d

]

は

鼻

か

ら

空

気

が

抜

け

ま

せ

ん

。

よ

っ

て

、[
n

]
-
[
d

]

は

こ

の

次

元

に

お

い

て

「

不

一

致

」

と

な

り

ま

す

。

も

う

一

つ

の

次

元

は

「

口

の

中

の

ど

の

器

官

を

使

っ

て

発

音

す

る

か

」

で

す

。[
n

]

も[
d

]

も

舌

先

を

使

っ

て

発

音

し

ま

す

か

ら

、

こ

の

次

元

に

関

し

て

は

「

一

致

」

に

な

り

ま

す

。

ま

た
「

声

帯

が

振

動

す

る

か

ど

う

か

」
も

大

事

な

次

元

の

一

つ

で

す

。

[
n

]

も[
d

]

も

声

帯

が

振

動

す

る

の

で
「

一

致

で

す

」
。
こ

の

よ

う

に

、

音

を

七

つ

の

次

元

で

定

義

し

、

何

こ

の

次

元

で

一

致

す

る

か

を

数

え

た

わ

け

で

す

ね

。（

音

韻

論

を

や

っ

た

方

は

わ

か

っ

た

か

も

し

れ

ま

せ

ん

が

、
次

元

＝

弁

別

素

性

で

す

。
）
こ

の

尺

度

に

お

い

て

、
一

番

似

て

い

る

ペ

ア

は

例

え

ば

、[
m

]
-
[
n

]

や[
b

]
-
 [ ɡ

]で
、
六
つ
の
次

元
で
一
致
し
て
い
ま
す
。
そ
れ
に
対
し
て
、

[m
]-[s

] 
な
ど
は
か
な

り
違
っ
た
子
音
で
、
二
次
元
で
し
か
一
致
し
て
い
ま
せ
ん
。
こ
ち

ら
も
よ
く
わ
か
ら
な
か
っ
た
と
い
う
方
は
「
数
値
が
高
い
ほ
ど
、
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子
音
の
近
似
性
が
高
ま

る
」
と
理
解
し
て
く
だ
さ

っ
て
構
い
ま
せ
ん
。

 

 
図
二
に
こ
の
分
析
の
結

果
を
示
し
ま
す
。
横
軸
は

「
子
音
の
類
似
性
」
を
示

し
ま
す
。
縦
軸
に
「
韻
の

踏
み
や
す
さ
」
を
示
し
ま

す
。
グ
ラ
フ
を
ス
ッ
キ
リ

さ
せ
る
た
め
に
対
数
変
換

し
て
あ
り
ま
す
の
で
、
マ

イ
ナ
ス
の
値
が
出
て
き
て
い
て
も
び
っ
く
り
し
な
い
で
く
だ
さ
い

ね
。
直
線
は
回
帰
直
線
を
示
し
ま
す
。
統
計
を
習
っ
て
い
な
い
人

に
は
ち
ょ
っ
と
難
し
そ
う
な
単
語
に
聞
こ
え
る
か
も
し
れ
ま
せ
ん

が
、
こ
の
直
線
は
、

 
横
軸
と
縦
軸
に
は
正
の
相
関
が
見
ら
れ
る

こ
と
を
示
し
て
い
ま
す
。
つ
ま
り
「
子
音
の
近
似
性
」
が
上
が
る

と
「
韻
の
踏
み
や
す
さ
」
も
上
が
る
傾
向
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
、

統
計
的
に
示
さ
れ
た
わ
け
で
す
。

 

 
 ★

４ 

韻

の

踏

み

方

か

ら

何

が

わ

か

る

か 

 

で

は

、

こ

の

相

関

か

ら

何

が

わ

か

る

の

で

し

ょ

う

か

？

こ

の

点

に

関

し

て

は

二

〇

〇

七

年

の

論

文

で

は

あ

ま

り

考

え

て

い

な

か

っ

た

の

で

す

が

、

今

考

え

る

と

、

こ

の

相

関

は

人

間

が

単

語

を

発

す

る

時

の

メ

カ

ニ

ズ

ム

に

深

く

関

わ

っ

て

い

る

の

だ

と

思

い

ま

す

。

と

言

い

ま

す

の

も

、

近

年

の

研

究

に

よ

っ

て

、

実

は

私

た

ち

が

あ

る

単

語

を

発

音

す

る

と

き

に

、

脳

は

そ

の

単

語

に

似

た

他

の

単

語

も

活

性

化

さ

せ

て

い

る

こ

と

が

わ

か

っ

て

い

ま

す(
M

c
M

ill
a

n
 

&
 

C
o

le
y

 
2

0
1

0

等)

。

で

す

か

ら

、
「

拡

声

器 
[
k

a
k

u
s

e
e

k
i]

」

と

い

う

単

語

を

発

す

る

と

き

に

は

、

母

音

が

共

通

し

て

お

り

、

か

つ

子

音

も

似

て

い

る

「

核

兵

器 
[
k

a
k

u
h

e
e

k
i]

」

が

同

時

に

活

性

化

さ

れ

て

い

る

可

能

性

は

十

分

に

あ

る

わ

け

で

す

。

も

ち

ろ

ん

、

こ

れ

は

ま

だ

仮

説

で

す

が

、

こ

れ

か

ら

実

験

的

に

検

証

す

る

こ

と

は

十

分

に

可

能

で

す

。

と

も

あ

れ

、

我

々

は

発

す

る

単

語

を

選

ぶ

と

き

に

、

そ

の

単

語

だ

け

で

な

く

、

そ

れ

に

近

し

い

単

語

も

思

い

浮

か

べ

て

い

る

。

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

韻

は

そ

の

特

徴

を

反

映

し

て

い

る

の

か

も

し

れ

な

い

の

で

す

。 

 

ま

た

、

図

二

の

相

関

に

も

う

一

歩

踏

み

込

む

と

面

白

い

こ

と

が

分

か

り

ま

す

。

例

え

ば

、[
m

]
-
[
n

]

の

ペ

ア

は[
p

]
-
[
t
]

や[
b

]
-
[
d

]

の

ペ

ア

よ

り

も

韻

に

お

い

て

組

み

合

わ

さ

れ

る

相

性

が

よ

り

良

い

よ

う

で

す

。
こ

こ

で

実

際

に
「

ま

、
ま

、
ま

、
な

、
な

、
な

」
や
「

ぱ

、

ぱ

、
ぱ

、
た

、
た

、
た

」
「

ば

、
ば

、

ば

、
だ

、

だ

、
だ

」
と

発

音

し

て

頂

け

る

と

わ

か

る

か

と

思

い

ま

す

が

、

ど

の

ペ

ア

も

「

ど

の

器

官

を

使

っ

て

発

音

す

る

か 

」
と

い

う

次

元

に

お

い

て

の

み

異

な

り

ま

す

。

前

者

（
「

ま

、

ぱ

、

ば

」
）

は

両

唇

を

使

っ

て

発

音

す

る
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音

な

の

に

対

し

て

、

後

者

（
「

な

、

た

、

だ

」
）

は

舌

先

を

使

っ

て

発

音

す

る

音

で

す

。

他

の

す

べ

て

の

次

元

に

お

い

て

は

一

致

し

て

い

る

の

で

す

。

で

す

か

ら

、

上

の

分

析

で

は

一

致

し

て

い

る

次

元

は

ど

の

ペ

ア

も

六

次

元

で

す

。
そ

れ

で

も

、[
m

]
-
[
n

]

の

ペ

ア

は

抜

き

ん

出

て

、

と

て

も

よ

く

日

本

語

ラ

ッ

プ

の

韻

で

ペ

ア

に

さ

れ

ま

す

。

詳

し

い

こ

と

は

、

音

響

学

を

学

ん

で

い

た

だ

か

な

い

と

お

伝

え

で

き

な

い

の

で

す

が

、[
m

]
-
[
n

]

に

お

け

る
「

発

音

す

る

位

置

の

違

い

」

と

い

う

の

は

音

響

学

的

に

、[
p

]
-
[
t
]

や[
b

]
-
[
d

]

に

比

べ

て

弱

く

な

っ

て

し

ま

う

の

で

す

ね

。
ざ

っ

く

り

と

言

っ

て

し

ま

え

ば

、

図

二

の

分

析

は

調

音

（

発

音

の

仕

方

）

し

か

を

考

慮

に

入

れ

て

い

ま

せ

ん

が

、

ラ

ッ

プ

の

韻

の

組

み

合

わ

せ

を

も

う

一

歩

深

く

分

析

す

る

た

め

に

は

、

そ

の

音

の

音

響

（

音

が

ど

の

よ

う

な

空

気

振

動

に

変

換

さ

れ

る

か

）

や

、

知

覚

（

音

が

人

間

の

耳

に

ど

の

よ

う

に

聞

こ

え

る

か

）

ま

で

考

慮

に

入

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い

と

い

う

こ

と

で

す

。

こ

の

点

に

つ

い

て

は

上

記

の

論

文

に

詳

し

く

書

い

て

あ

り

ま

す

の

で

、

興

味

が

あ

る

人

は

読

ん

で

見

て

く

だ

さ

い

。 

 

ま

た

こ

の

「

似

た

よ

う

な

音

を

合

わ

せ

て

韻

と

す

る

と

い

う

現

象

は

、

日

本

語

に

特

有

な

も

の

な

の

」

？

と

思

っ

た

か

た

も

い

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

し

か

し

、

実

は

そ

ん

な

こ

と

は

な

く

て

、

英

語

の

詩

や

ラ

ッ

プ

の

韻

な

ど

で

も

観

察

さ

れ

ま

す

。

他

に

は

ド

イ

ツ

語

や

ル

ー

マ

ニ

ア

語

な

ど

で

も

見

ら

れ

る

よ

う

で

す

。

詳

し

く

は

上

記

の

論

文

を

参

考

に

し

て

く

だ

さ

い

。 

★

４ 

最

後

に 

 

特

集

号

の

依

頼

執

筆

と

い

う

こ

と

で

、

か

な

り

特

殊

な

論

調

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

し

た

が

、

依

頼

に

も

「

読

者

の

興

味

を

引

き

そ

う

な

内

容

を

」

ま

と

め

て

く

れ

、

と

あ

り

ま

し

た

の

で

、

こ

の

よ

う

な

形

に

し

て

み

ま

し

た

。

最

後

に

、

本

稿

で

伝

え

た

か

っ

た

全

体

的

な

メ

ッ

セ

ー

ジ

を

振

り

返

っ

て

み

た

い

と

思

い

ま

す

。 

 

ま

ず

は

、

全

体

と

し

て

「

ラ

ッ

プ

の

韻

」

と

い

う

一

見

言

語

学

分

析

に

関

係

な

さ

そ

う

に

み

え

る

現

象

も

、

し

っ

か

り

分

析

し

て

み

る

と

、

そ

こ

に

は

一

定

の

シ

ス

テ

ム

が

存

在

す

る

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

ま

た

、

そ

の

シ

ス

テ

ム

は

人

間

が

ど

の

よ

う

に

音

を

発

す

る

か

と

い

う

メ

カ

ニ

ズ

ム

に

関

わ

っ

て

い

る

可

能

性

す

ら

あ

る

わ

け

で

す

。
し

か

し

、
そ

の

解

明

に

は

や

は

り

、O
/E

 r
a

t
io

や

統

計

処

理

の

手

法

な

ど

が

必

要

に

な

り

ま

す

。

そ

う

で

な

い

と

感

想

文

に

な

っ

て

し

ま

い

ま

す

か

ら

ね

。

私

の

好

き

な

ラ

ッ

プ

の

歌

詞

に

「

い

く

ら

チ

ャ

ラ

つ

い

て

い

て

も

や

る

こ

と

や

っ

て

り

ゃ

様

に

な

る

（

漢

、
『

覆

水

盆

に

返

ら

ず

』
）
」

と

い

う

も

の

が

あ

り

ま

す

。

そ

の

通

り

だ

と

思

い

ま

す

。

一

見

「

チ

ャ

ラ

つ

い

て

い

る

」

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

の

分

析

も

、

や

る

こ

と

や

っ

て

り

ゃ

、

学

術

的

に

重

要

な

も

の

に

な

る

の

で

す

。 

 

そ

れ

か

ら

、

も

う

一

つ

。

今

は

ど

う

だ

か

分

か

り

ま

せ

ん

が

、

少

な

く

て

も

昔

は

「

日

本

語

は

ラ

ッ

プ

に

向

い

て

い

な

い

」

と

い

う

論

調

が

少

な

か

ら

ず

あ

り

ま

し

た

。

し

か

し

、

そ

れ

は

間

違

い
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だ

と

い

う

こ

と

が

わ

か

り

ま

す

。

確

か

に

、

日

本

語

は

英

語

と

違

っ

て

子

音

で

終

わ

る

単

語

が

少

な

い

た

め

、

英

語

の

よ

う

な

韻

は

踏

め

ま

せ

ん

。
し

か

し

、
そ

れ

を
「

二

個

以

上

の

母

音

を

揃

え

る

」

と

い

う

手

法

を

使

う

こ

と

に

よ

っ

て

克

服

し

、

そ

れ

は

「

六

個

の

母

音

を

揃

え

る

」

と

い

う

よ

う

な

例

に

ま

で

発

展

し

ま

し

た

。

ま

た

、

日

本

語

は

基

本

周

波

数

（

ピ

ッ

チ

）

を

積

極

的

に

使

う

言

語

で

す

。

図

一

で

見

た

よ

う

に

、

日

本

語

ラ

ッ

パ

ー

は

こ

の

性

質

を

積

極

的

に

韻

に

生

か

し

て

韻

を

表

現

し

て

い

る

よ

う

で

す

。

そ

の

意

味

で

も

、

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

は

日

本

語

の

言

語

学

的

特

徴

を

生

か

し

な

が

ら

、

新

た

な

言

語

芸

術

の

パ

タ

ー

ン

を

生

み

出

し

て

い

る

と

言

っ

て

も

い

い

で

し

ょ

う

。

さ

ら

に

、

上

で

少

し

述

べ

た

よ

う

に

、
「

似

た

よ

う

な

音

を

使

っ

て

韻

を

踏

む

」

と

い

う

手

法

は

様

々

な

言

語

で

観

察

さ

れ

て

い

ま

す

。

で

す

か

ら

、

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

だ

け

を

非

難

す

る

の

は

見

当

違

い

で

す

ね

。 

 

学

問

に

従

事

し

て

い

る

と

「

そ

ん

な

題

材

は

私

の

理

論

の

研

究

の

対

象

と

な

ら

な

い

」

と

思

っ

て

し

ま

う

こ

と

も

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。
こ

の

態

度

が

行

き

過

ぎ

る

と

、「

そ

ん

な

現

象

を

分

析

し

て

い

る

理

論X

は

く

だ

ら

な

い

」

と

言

っ

た

態

度

ま

で

発

展

し

て

し

ま

う

こ

と

す

ら

あ

り

ま

す

。

し

か

し

、

広

い

視

点

で

色

々

な

題

材

を

分

析

し

て

み

る

と

思

わ

ぬ

発

見

が

あ

る

か

も

し

れ

ま

せ

ん

。

特

に

若

い

読

者

の

方

は

自

分

の

研

究

の

対

象

を

自

分

か

ら

に

狭

め

ず

に

、

色

々

な

手

法

を

学

び

、

色

々

な

現

象

に

目

を

向

け

て

く

だ

さ

い

。

き

っ

と

、

思

わ

ぬ

と

こ

ろ

に

、

思

わ

ぬ

規

則

性

が

見

つ

か

っ

た

り

す

る

で

し

ょ

う

。 

 

注 １

 

実

際

の

ラ

ッ

プ

の

発

音

を

注

意

深

く

聞

い

て

み

ま

す

と

/b
a

k
u

g
e

k
k

i
/

の

よ

う

に

聞

こ

え

ま

す

。
だ

と

す

る

と

こ

の

単

語

の

母

音

は

/a
 

u
 

e
 

i
/

に

な

り

、

他

の

二

つ

の

単

語

に

比

べ

て

最

後

の

/i
/

が

抜

け

て

い

る

と

い

う

解

釈

も

可

能

に

な

り

ま

す

。

 

２ 

日

本

語

の

ダ

ジ

ャ

レ

に

関

し

て

も

似

た

よ

う

な

分

析

を

行

っ

た

こ

と

が

あ

る

の

で

す

が

、

と

も

す

れ

ば

「

日

本

語

の

ラ

ッ

プ

は

ダ

ジ

ャ

レ

だ

」

と

も

取

ら

れ

か

ね

な

い

の

で

、
こ

こ

で

は

触

れ

な

い

こ

と

に

い

た

し

ま

す

。 
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