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東
洋
文
化
講
座
一
〇
〇
回
記
念
講
演
「
東
ア
ジ
ア
に
お
け
る
危
機
言
語
」（
二
〇
一
九
年
一
一
月
一
三
日
）
講
演
録
①

台
湾
原
住
民
語
「
邵
語
（
サ
オ
語
）」
―
消
滅
の
危
機
言
語
―新

居
田　

純　

野

世
界
に
お
け
る
消
滅
の
危
機
言
語

現
在
、
世
界
で
は
お
よ
そ
六
千
語
前
後
の
言
語
が
あ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
が
、
そ
の
う
ち
約
二
千
語
は
消
滅
の
危
機
に
直
面
し
て

い
る
。

た
だ
、
一
口
に
消
滅
の
危
機
言
語
と
い
っ
て
も
、
そ
の
危
険
度
に
は
い
く
つ
か
の
段
階
が
あ
る
。
国
連
教
育
科
学
文
化
機
関
（
ユ

ネ
ス
コ
、本
部
パ
リ　

二
〇
〇
九
年︶

1
︵

）
に
よ
る
と
、す
で
に
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
言
語
は
二
二
八
語
、消
滅
の
危
険
度
の
最
も
高
い
「
極

め
て
深
刻
な
言
語
」
は
五
三
八
語
、「
重
大
な
危
険
に
あ
る
言
語
」
は
五
〇
二
語
、「
危
険
な
言
語
」
は
六
三
二
語
、「
脆
弱
な
言
語
」

は
六
〇
七
語
と
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
あ
る
言
語
の
二
〇
パ
ー
セ
ン
ト
か
ら
五
〇
パ
ー
セ
ン
ト
が
今
世
紀

に
は
な
く
な
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。



東洋文化研究 22 号　　216

言
語
の
消
滅
が
意
味
す
る
こ
と

言
語
は
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
人
間
と
し
て
生
き
て
い
く
た
め
の
根
本
的
な
思
考
や
哲
学
と
い
っ
た
も
の
を

構
成
す
る
も
の
で
あ
る
。
同
時
に
そ
の
言
語
を
話
す
人
々
の
知
的
な
営
み
の
結
晶
で
あ
り
、
自
ら
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
証
で
あ

る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。

こ
の
よ
う
な
言
語
が
消
え
て
い
く
こ
と
が
ど
の
よ
う
な
こ
と
を
意
味
す
る
の
だ
ろ
う
か
。
言
語
に
は
そ
の
言
語
を
話
す
人
々
の
文

化
や
価
値
観
な
ど
が
刻
印
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
言
語
が
消
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
そ
の
よ
う
な
文
化
が
人
類
か
ら
失
わ
れ
て
い
く

と
い
う
こ
と
を
意
味
し
、
言
語
が
消
滅
し
て
し
ま
え
ば
、
長
い
年
月
を
か
け
て
育
ま
れ
た
か
け
が
え
の
な
い
文
化
や
文
化
的
意
義
を

取
り
戻
す
こ
と
は
二
度
と
で
き
な
い
の
で
あ
る
。

そ
の
点
か
ら
も
、
言
語
を
守
る
こ
と
は
非
常
に
重
要
な
こ
と
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
こ
の
よ
う
な
消
滅
の
危
機
に
瀕
し
て
い

る
言
語
を
守
る
た
め
に
す
る
べ
き
こ
と
は
、
第
一
に
そ
の
言
語
の
音
韻
や
文
法
、
語
彙
な
ど
を
調
査
収
集
し
て
分
析
し
、
そ
の
言
語

体
系
の
概
要
を
ま
と
め
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
言
語
を
話
す
人
々
の
文
化
や
思
想
、
生
活
の
記
録
を
残
す
た
め
に
テ
キ
ス

ト
を
収
集
し
、
た
と
え
話
者
が
い
な
く
な
っ
た
と
し
て
も
そ
の
言
語
の
音
声
を
残
す
た
め
に
機
器
媒
体
に
よ
っ
て
生
デ
ー
タ
を
収
集

す
る
作
業
も
必
要
に
な
る
。

さ
ら
に
、
こ
う
い
っ
た
作
業
を
も
と
に
そ
の
言
語
を
守
ろ
う
と
す
る
母
語
話
者
の
た
め
に
教
材
を
作
っ
た
り
、
そ
の
言
語
教
育
に

関
わ
っ
て
い
く
こ
と
も
必
要
に
な
る
だ
ろ
う
。
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台
湾
原
住
民
と
そ
の
言
語

台
湾
に
は
原
住
民︶

2
︵

が
十
六
部
族
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
〇
年
ま
で
は

九
部
族
と
い
わ
れ
て
い
た
が
二
〇
〇
一
年
十
月
に
は
サ
オ
族
が
第
十
番
目
の
台
湾

原
住
民
と
し
て
認
定
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
続
け
て
六
部
族
が
認
定
さ
れ
て
現
在
で

は
十
六
部
族
に
な
っ
て
い
る
。

現
在
、
台
湾
の
人
口
は
五
五
万
人
ほ
ど
で
あ
る
が
、
原
住
民
の
人
口︶

3
︵

は
全
人

口
の
約
二
パ
ー
セ
ン
ト
で
あ
る
。
台
湾
原
住
民
の
中
で
最
も
知
名
度
の
高
い
ア
ミ

族
は
二
十
万
人
を
超
え
て
い
る
が
、
そ
の
言
語
ア
ミ
語
で
さ
え
も
脆
弱
な
状
況
に

あ
る
。
例
え
ば
サ
キ
ザ
ヤ
族
の
人
口
は
九
七
四
人
、
サ
ア
ロ
ア
族
は
四
一
二
人
、
カ
ナ
カ
ナ
ブ
族
は
三
五
七
人
と
千
人
に
も
満
た
な

い
部
族
が
あ
る
。
実
は
、
調
査
を
開
始
し
た
二
〇
〇
二
年
に
は
、
サ
オ
族
の
人
口
は
わ
ず
か
三
百
人
台
で
あ
っ
た
が
、
現
在
八
一
一

人
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
原
住
民
の
人
口
が
増
え
て
き
て
い
る
の
は
、
台
湾
政
府
の
原
住
民
を
保
護
し
て
い
き
た
い
と
い
う

考
え
の
も
と
に
、
原
住
民
の
認
定
の
基
準︶

4
︵

が
変
わ
っ
て
き
た
か
ら
で
あ
る
。

台
湾
原
住
民
語
の
現
状

次
の
表
は
台
湾
原
住
民
語
を
消
滅
の
危
険
度
の
レ
ベ
ル
に
分
け
た
も
の
で
あ
る
。

話
者
が
少
な
く
消
滅
の
方
向
を
た
ど
る
で
あ
ろ
う
と
い
わ
れ
て
い
る
言
語
で
あ
る
、
カ
ナ
カ
ナ
ブ
語
、
ク
バ
ラ
ン
語
、
サ
キ
ザ
ヤ 台湾原住民分布地区
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語
、
サ
ア
ロ
ア
語
、
サ
オ
語
は
現
在
非
常
に
厳
し
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。

台
湾
原
住
民
語
に
は
文
字
が
な
く
、
そ
の
部
族
間
だ
け
で
使
わ
れ
て
き
た
た
め
、
そ
の
言
語
を
残
す
た
め
に
は
日
常
的
に
話
せ
る

母
語
話
者
が
継
続
的
に
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
し
か
し
、
既
に
人
口
も
減
っ
て
お
り
、
公
用
語
が
中
国
語
と
な
っ
た
今
、
そ
の
母

語
を
話
せ
る
人
は
そ
れ
ぞ
れ
の
原
住
民
の
中
で
も
高
齢
者
の
み
と
な
り
、
ま
た
そ
の
高
齢
者
も
次
第
に
亡
く
な
っ
て
い
き
母
語
話
者

は
激
減
し
て
い
る
の
が
現
状
で
あ
る
。

消
滅
の
危
険
度
別
台
湾
原
住
民
語

危
険
度

台
湾
原
住
民
語

脆
弱

ア
ミ
語
、
パ
イ
ワ
ン
語
、
ピ
ュ
マ
語
、
ル
カ
イ
語
、
セ
デ
ッ
ク
語
、
タ
イ
ヤ
ル
語
、
ツ
ォ
ウ
語
、
タ
オ
語

危
険

ブ
ヌ
ン
語

重
大
な
危
険

サ
イ
シ
ャ
ッ
ト
語

極
め
て
深
刻

カ
ナ
カ
ナ
ブ
語
、
ク
バ
ラ
ン
語
、
サ
キ
ザ
ヤ
語
、
サ
ア
ロ
ア
語
、
サ
オ
語　
　

台
湾
原
住
民
サ
オ
族
と
そ
の
言
語
サ
オ
語

サ
オ
族︶

5
︵

は
台
湾
中
部
の
日
月
潭
近
く
に
居
住
し
て
い
る
。
日
月
潭
と
い
う
の
は
台
湾
の
ほ
ぼ
中
央
に
あ
る
非
常
に
美
し
い
湖
で
、
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そ
の
中
ほ
ど
に
小
さ
な
島
が
一
つ
あ
る
。
そ
の
島
は
サ
オ
族
に
「
ラ
ル
ー
」
と
呼
ば
れ
て
い
て
、
サ
オ
族
の
祖
先
が
宿
る
場
所
、
聖

地
と
さ
れ
て
い
る
。

サ
オ
語︶

6
︵

は
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
に
属
し
て
い
て
、
子
音
が
二
十
一
個
、
母
音
が
三
個
あ
る
が
、
原
住
民
語
の
中
で
も
非
常

に
発
音
が
難
し
い
と
い
わ
れ
て
い
る
た
め
、
母
語
話
者
の
音
声
を
残
す
こ
と
は
と
て
も
重
要
で
あ
る
と
考
え
る
。

二
〇
〇
二
年
の
調
査
時
に
は
語
彙
調
査
の
協
力
者
は
次
の
表
の
よ
う
に
八
人
い
た
が
、
文
法
調
査
に
対
応
し
て
く
れ
る
人
は
キ
ラ

シ
氏
、
タ
ル
マ
氏
の
わ
ず
か
二
人
の
み
で
あ
っ
た
。

二
〇
〇
二
年
調
査
時
の
サ
オ
語
母
語
話
者
の
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト

邵
語
話
者

キ
ラ
シ

イ
ス
ツ

タ
ル
マ

プ
ニ

Ａ

Ｂ

Ｃ

Ｄ

生
年

一
九
二
三

一
九
二
七

一
九
四
〇

一
九
二
五

一
九
二
五

一
九
三
七

一
九
三
七

一
九
三
八

現
在

没

没

没

没

没

八
二
歳

没

没

現
在
、
サ
オ
語
を
話
せ
る
人
は
高
齢
者
で
は
Ｂ
（
八
二
歳
）
以
外
に
二
名
（
八
〇
歳
、
八
四
歳
）
が
、
若
い
世
代
で
は
三
名
い
る

が
、
日
常
的
に
使
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
若
い
世
代
の
二
名
は
当
時
ま
だ
元
気
で
あ
っ
た
キ
ラ
シ
氏
に
指
導
を
受
け
な
が

ら
サ
オ
語
の
教
師
資
格
を
取
り
、
小
学
校
で
教
え
る
よ
う
に
な
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

サ
オ
語
を
守
る
た
め
に
政
府
の
政
策
の
も
と
で
始
ま
っ
た
小
学
校
の
授
業
で
あ
る
が
、
授
業
は
一
週
間
に
一
時
間
く
ら
い
し
か
な

く
、簡
単
な
語
彙
や
文
章
を
習
う
も
の
で
日
常
会
話
が
で
き
る
よ
う
な
レ
ベ
ル
ま
で
い
く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
が
現
状
で
あ
る
。



東洋文化研究 22 号　　220

サ
オ
族
の
人
々
と
祭
事

次
の
写
真
は
サ
オ
族
の
女
性
た
ち
で
あ
る
。
か
つ
て
は
サ
オ
族
の
衣
装
は
自
分
た
ち
で
織
っ
て
い
た
。
祖
霊
祭
な
ど
の
祭
事
の
時

に
は
、
衣
装
と
合
わ
せ
て
頭
に
自
然
の
花
や
草
な
ど
を
つ
け
て
華
や
か
に
着
飾
っ
て
い
た
。

シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
と
い
う
女
性
の
巫
女
は
サ
オ
族
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
担
っ
て
い
て
、
祖
霊
祭
な
ど
の
祭
事
に
は
欠
か
せ
な

い
存
在
で
あ
る
。
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
は
も
と
も
と
は
祖
先
の
声
を
聴
い
て
み
ん
な
に
伝
え
た
り
、
ま
た
病
気
に
な
っ
た
人
に
は
そ
の

病
気
に
効
果
の
あ
る
薬
草
を
処
方
す
る
よ
う
な
医
者
の
役
割
も
し
て
い
た
そ
う
で
あ
る
。

シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
に
は
誰
で
も
な
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
サ
オ
語
の
話
せ
る
、
行
い
の
よ
い
人
が
推
薦
さ
れ
、
祖
先
か
ら
許
可
を

も
ら
っ
て
初
め
て
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
に
な
る
こ
と
が
で
き
る
。シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
と
し
て
承
認
さ
れ
る
た
め
に
は
、日
月
潭
の
ラ
ル
ー

島
ま
で
船
に
乗
っ
て
渡
り
、
そ
こ
で
言
い
伝
え
に
あ
る
昔
の
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
に
、
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
に
な
る
こ
と
を
許
可
し
て
も

着飾ったサオ族の女性たち

祭事における女性の衣装
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ら
う
た
め
の
儀
式
を
行
う
。

言
い
伝
え
で
は
、
昔
の
一
番
偉
い
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
は
耳
が
よ
く
聞
こ
え
な
か
っ
た
の
で
、「
儀
式
の
た
め
に
来
た
」
と
い
う
こ

と
を
知
ら
せ
る
た
め
、
島
に
上
陸
す
る
時
に
は
み
ん
な
は
咳
を
し
な
が
ら
上
陸
し
、
島
に
上
陸
し
た
ら
布
を
頭
か
ら
か
け
て
、
そ
の

偉
い
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
に
新
し
い
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
と
し
て
認
め
て
も
ら
え
る
か
ど
う
か
伺
い
を
た
て
る
の
で
あ
る
。

こ
の
写
真
の
儀
式
は
二
〇
〇
三
年
に
執
り
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
が
、
ま
だ
島
は
原
型
を
残
し
て
い
て
、
サ
オ
族
の
象
徴
で
あ
る
木

も
残
っ
て
い
た
の
で
い
ろ
い
ろ
な
行
事
を
執
り
行
う
こ
と
が
で
き
た
。
し
か
し
、
い
ま
で
は
こ
の
大
き
な
木
も
倒
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

サ
オ
族
に
は
祖
霊
祭
と
い
う
大
事
な
行
事
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
い
わ
ゆ
る
サ
オ
族
の
正
月
で
、
旧
暦
七
月
の
最
後
の
晩
か
ら
始
ま

る
。
祖
霊
祭
は
一
カ
月
ほ
ど
続
い
て
、
そ
の
期
間
中
は
祖
先
を
お
迎
え
し
て
、
踊
っ
た
り
歌
っ
た
り
お
祈
り
し
た
り
お
酒
を
飲
ん
だ

ラルー島へ向かうシェンシェンマたち

ラルー島におけるシェンシェンマ就任の儀式
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り
し
て
過
ご
す
の
で
あ
る
。
次
の
写
真
は
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
た
ち
が
サ
オ
族
の
歌
を
歌
い
な
が
ら
祖
霊
祭
に
お
け
る
儀
式
を
し
て
い

る
も
の
で
あ
る
。

か
ご
が
一
列
に
並
べ
て
あ
る
が
、
こ
れ
も
サ
オ
族
に
と
っ
て
は
大
事
な
も
の
で
、
サ
オ
語
で
は
「u-la-lalu-an

」
と
い
う
「
祖
霊

か
ご
」
で
あ
る
。
こ
の
か
ご
の
中
に
祖
先
の
服
や
ア
ク
セ
サ
リ
ー
を
入
れ
て
祖
先
が
帰
っ
て
く
る
の
を
お
迎
え
す
る
。

ま
た
、
播
種
祭
と
い
う
春
に
行
う
お
祭
り
も
あ
り
、
広
場
に
ブ
ラ
ン
コ
を
作
っ
て
、
そ
の
ブ
ラ
ン
コ
に
順
番
に
乗
っ
て
長
老
に
願

い
事
を
し
た
り
、
結
婚
の
報
告
を
し
た
り
す
る
。
こ
の
ブ
ラ
ン
コ
が
サ
オ
族
に
と
っ
て
は
と
て
も
大
切
な
も
の
で
、
ブ
ラ
ン
コ
が
大

き
く
揺
れ
る
さ
ま
は
稲
が
実
っ
て
重
い
穂
が
垂
れ
て
風
に
揺
れ
て
い
る
様
子
を
表
わ
し
、
豊
作
を
意
味
す
る
の
で
あ
る
。

祖霊祭で儀式を執り行うシェンシェンマたち

祖霊祭で並べられた祖霊かご
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サ
オ
族
に
は
他
の
部
族
に
は
な
い
特
徴
的
な
杵
歌︶

7
︵

と
い
う
も
の
が
あ
る
。
サ
オ
族
の
女
性
た
ち
が
石
臼
を
杵
で
打
っ
て
音
楽
を

奏
で
、
杵
の
音
に
合
わ
せ
て
、
竹
筒
で
も
リ
ズ
ム
を
取
っ
て
み
ん
な
で
歌
う
の
で
あ
る
。

サ
オ
語
辞
書
及
び
文
法
書
の
出
版

東
京
大
学
の
元
教
授
で
台
湾
原
住
民
語
の
大
家
で
あ
る
土
田
滋
先
生
は
一
九
八
七
年
に
プ
ニ
氏
に
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
と
な
っ
て

も
ら
い
、
サ
オ
語
の
語
彙
や
文
例
を
そ
れ
ぞ
れ
三
千
例
近
く
集
め
ら
れ
た
。

二
〇
一
八
年
に
出
版
し
た
『
台
灣
原
住
民
瀕
危
語
言　

邵
語 

―E
ndangered L

anguage T
H

A
O

―
』
の
辞
書
部
分
は
、
土
田

播種祭

播種祭のブランコ

杵歌の演奏
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先
生
が
収
集
さ
れ
た
語
彙
と
文
例
を
使
っ
て
、
キ
ラ
シ
氏
に
一
つ
一
つ
確
認
し
な
が
ら
発
話
し
て
も
ら
い
、
そ
れ
を
音
声
化
し
て
ま

と
め
た
も
の
で
あ
る
。

イスツ氏、キラシ氏

プニ氏

サ
オ
語
の
調
査
に
対
応
し
て
も
ら
え
る
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
が
ほ
と
ん
ど
い
な
い
た
め
、
ど
の
研
究
者
も
ほ
ぼ
キ
ラ
シ
氏
一
人
に

調
査
し
て
ま
と
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
本
書
は
、
プ
ニ
氏
に
聞
き
取
り
し
た
語
彙
や
文
例
を
キ
ラ
シ
氏
に
確
認
し
て
音
声
を
録
音

し
た
も
の
で
、
三
十
年
と
い
う
年
月
を
経
た
異
な
っ
た
サ
オ
語
話
者
の
記
録
で
あ
る
た
め
普
遍
的
な
サ
オ
語
で
あ
り
、
そ
の
こ
と
が

非
常
に
貴
重
な
資
料
と
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
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本
書
の
辞
書
部
分
に
は
キ
ラ
シ
氏
の
音
声
が
語
彙
と
文
例
ご
と
に
の
せ
ら
れ
て
い
て
、
電
子
ペ
ン
を
使
っ
て
そ
の
音
声
を
聞
き
な

が
ら
学
習
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
こ
で
は
、
文
字
を
持
た
な
い
言
語
を
ど
の
よ
う
に
発
話
し
て
も
ら
っ
て
録
画
・
録
音

し
た
か
に
つ
い
て
紹
介
す
る
。

キ
ラ
シ
氏
が
読
め
て
、
書
け
る
の
は
日
本
語
の
カ
タ
カ
ナ
と
ひ
ら
が
な
だ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
発
話
を
録
音
す
る
時
、
次
の
よ

う
な
語
彙
と
文
例
の
そ
れ
ぞ
れ
一
つ
ず
つ
に
ひ
ら
が
な
で
表
記
し
た
カ
ー
ド
を
作
っ
た
。

キ
ラ
シ
氏
に
こ
の
紙
を
見
な
が
ら
調
査
者
の
発
音
を
聞
い
て
も
ら
い
、
確
か
に
正
し
い
単
語
や
文
例
だ
と
確
認
で
き
た
ら
発
話
し

て
も
ら
い
、
そ
れ
を
録
画
・
録
音
し
た
。
た
だ
、
当
時
キ
ラ
シ
氏
は
九
〇
歳
を
過
ぎ
て
い
た
た
め
、
台
北
の
ス
タ
ジ
オ
ま
で
移
動
す

る
こ
と
は
身
体
的
に
難
し
い
と
い
う
こ
と
で
、
日
月
潭
の
民
宿
の
部
屋
を
借
り
て
の
録
画
・
録
音
と
な
っ
た
。
そ
こ
で
、
ベ
ッ
ド
の

マ
ッ
ト
レ
ス
で
周
り
を
囲
っ
て
雑
音
を
遮
断
し
音
声
を
録
音
し
た
。

キ
ラ
シ
氏
は
高
齢
者
で
あ
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
一
日
六
時
間
以
上
の
録
画
・
録
音
に
対
応
し
て
く
れ
た
。
ど
の
語
彙
も
ど
の
文

台灣原住民瀕危語言『邵語』

サオ語辞書（『邵語』）
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例
も
一
つ
ず
つ
合
っ
て
い
る
か
確
認
し
な
が
ら
、
問
題
が
あ
れ
ば
納
得
す
る
ま
で
議
論
を
重
ね
た
た
め
、
長
時
間
の
録
画
・
録
音
と

な
り
、
す
べ
て
の
語
彙
と
文
例
を
終
わ
ら
せ
る
の
に
全
部
で
二
週
間
以
上
の
時
間
を
要
し
た
。

ま
た
、
二
〇
〇
六
年
に
は
キ
ラ
シ
氏
と
タ
ル
マ
氏
の
対
談
を
録
画
・
録
音
す
る
こ
と
が
で
き
た
が
、
残
念
な
が
ら
そ
の
文
字
化
は

ま
だ
完
成
し
て
い
な
い
。対
談
で
は
サ
オ
族
の
子
供
た
ち
の
遊
び
や
昔
の
生
活
、ま
た
祖
霊
祭
や
シ
ェ
ン
シ
ェ
ン
マ
の
こ
と
な
ど
様
々

な
内
容
を
サ
オ
語
で
話
し
合
っ
て
い
る
も
の
で
、
サ
オ
語
話
者
同
士
の
対
話
と
い
う
こ
と
で
非
常
に
貴
重
な
資
料
で
あ
り
、
い
ず
れ

は
文
字
化
し
て
公
開
を
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

録画・録音時に使用した文例カード

録画・録音時に使用した語彙カード
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サ
オ
語
の
特
徴

サ
オ
語
の
言
語
表
現
全
体
を
通
し
て
あ
げ
ら
れ
る
サ
オ
語
独
自
の
特
徴
と
し
て

は
、
文
字
を
持
た
な
い
こ
と
に
も
関
係
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、「
今
、
こ

こ
で
」
と
い
う
、
現
場
性
を
重
視
し
た
上
で
発
話
が
行
わ
れ
る
こ
と
で
あ
る
。
た

と
え
ば
、「
彼
は
畑
に
行
く
」
と
い
う
内
容
を
サ
オ
語
で
発
話
し
て
も
ら
お
う
と

す
る
と
、
被
調
査
者
は
「
誰
が
行
く
の
か
」「
今
、
そ
の
人
は
目
の
前
を
歩
い
て

い
る
の
か
」「
何
を
し
に
畑
に
行
く
の
か
」
な
ど
と
い
っ
た
具
体
的
な
情
報
を
確

認
し
な
い
と
な
か
な
か
発
話
に
つ
な
が
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
被
調
査
者
の
知
っ
て

い
る
具
体
的
な
人
物
の
名
前（
人
称
代
名
詞
を
使
う
こ
と
は
あ
ま
り
好
ま
れ
な
い
）

を
あ
げ
、「
畑
に
行
っ
て
耕
す
た
め
にA

bish
（
ア
ビ
ッ
シ
ュ
）
は
今
あ
な
た
の

目
の
前
を
歩
い
て
畑
に
向
か
っ
て
い
る
」
と
い
う
よ
う
に
具
体
的
な
状
況
を
示
す

と
、
よ
う
や
く
発
話
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

（
1
） T

huini A
bish 　

　
　

m
u-buhat.

︶
8
︵

 

今　
　

ア
ビ
ッ
シ
ュ　

M
V

-

畑

 

今
、
ア
ビ
ッ
シ
ュ
は
畑
に
行
く
。

こ
の
よ
う
に
そ
の
で
き
ご
と
は
抽
象
的
な
こ
と
で
は
な
く
、
話
者
間
に
共
通
な
認
識
が
あ
る
こ
と
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

タルマ氏とキラシ氏の対談の様子
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次
に
、「
存
在
・
所
有
表
現
」、「
指
示
表
現
」
に
つ
い
て
用
例
を
示
し
な
が
ら
サ
オ
語
に
お
け
る
特
徴
を
述
べ
て
み
た
い
。

　

存
在
・
所
有
表
現

用
例
（
2
）（
3
）（
4
）
は
存
在
、
用
例
（
5
）（
6
）（
7
）
は
所
有
と
な
る
が
、
サ
オ
語
で
は
「
存
在
」
も
「
所
有
」
も
所
有

動
詞yanan

（
持
っ
て
い
る
）
に
よ
っ
て
表
わ
さ
れ
る
。

（
存
在
）

（
2
） Z

intun　

yanan　

rusaw
.　

　
　

 

日
月
潭　

yanan　

魚

 

日
月
潭
に
魚
が
い
る
。

（
3
） H

udun　

yanan　

w
azish.　

　
　

 

山　
　

   yanan　

猪

 

山
に
猪
が
い
る
。

（
4
） P

alanan　

yanan　

lhuzush.　
　

 

か
ご　
　

 yanan　

す
も
も

 

か
ご
に
す
も
も
が
あ
る
。
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（
所
有
）

（
5
） H

uya  w
a    thaw

  yanan  m
a-ra ’in      a       taun.   

 
そ
の   L

ig  

人　

   yanan  S
ta-

大
き
な L

ig　

家

 

そ
の
人
は
大
き
な
家
を
持
っ
て
い
る
。

（
6
） Y

aku  yanan   L
ipún  a    patash-an.  

 
1sN

 　

yanan　

日
本    L

ig 

読
む-L

F

 

私
は
日
本
の
本
を
持
っ
て
い
る
。

（
7
） Y

aku  yanan  sa  azazak.   

 
1sN

 　

yanan  sa

（
小
辞
） 
子
供

 

私
は
子
供
が
い
る
。

こ
の
よ
う
に
サ
オ
語
で
は
ど
の
よ
う
な
存
在
物
で
あ
っ
て
も
、
存
在
場
所
が
そ
の
存
在
物
を
所
有
す
る
こ
と
で
存
在
に
つ
な
が
る

と
い
う
捉
え
方
に
な
る
。

つ
ま
り
、
サ
オ
族
の
世
界
に
お
い
て
は
、
魚
や
獣
な
ど
の
生
き
物
は
そ
れ
ぞ
れ
が
自
ら
の
意
志
で
存
在
す
る
の
で
は
な
く
、
自
然

と
い
う
大
き
な
わ
く
ぐ
み
が
魚
や
獣
な
ど
の
生
き
物
を
所
有
す
る
こ
と
で
魚
や
獣
な
ど
の
生
き
物
は
存
在
す
る
と
と
ら
え
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。
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指
示
表
現

サ
オ
語
で
は
、
場
所
を
さ
し
示
す
指
示
詞
は
基
本
的
に
は
「
こ
こ
」
がi-nay

、「
そ
こ
」
がi-say

、「
あ
そ
こ
」
がi-suy

、
か

な
り
遠
く
に
あ
る
場
所
で
あ
れ
ばi-tusi

と
そ
れ
ぞ
れ
の
指
し
示
す
範
囲
を
分
担
し
て
受
け
持
っ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
使
い
分
け
は
、

遠
近
の
違
い
に
加
え
て
さ
ら
に
そ
の
指
示
物
が
見
え
る
か
見
え
な
い
か
も
重
要
な
情
報
と
な
る
。

た
と
え
ば
、「
あ
な
た
の
家
は
ど
こ
で
す
か
」
と
い
う
質
問
に
対
し
、被
調
査
者
は
そ
の
家
が
近
く
に
あ
る
の
か
遠
く
に
あ
る
の
か
、

見
え
る
の
か
見
え
な
い
の
か
な
ど
を
確
認
し
て
か
ら
の
発
話
と
な
る
。

（
8
） N

ak　

a 　

 taun   i-nay.

 
1sG

   L
ig  

家  　

 L
oc-

こ
こ   

 

私
の
家
は
こ
こ
だ
。（
今
目
の
前
に
あ
る
家
を
さ
し
て
） 

（
9
） N

ak   a     taun  i-say. 

 
1sG

   L
ig  

家     L
oc-

そ
こ  

 

私
の
家
は
そ
こ
だ
。（
家
は
離
れ
て
い
る
が
見
え
る
）

（
10
） N

ak   a     taun  i-suy. 

 
1sG

   L
ig  

家     L
oc-

そ
こ 

 

私
の
家
は
あ
そ
こ
だ
。（
家
は
離
れ
て
い
て
見
え
な
い
）

（
11
） N

ak   a     taun  i-tusi 　
　

   T
aipak.  

 
1sG

   L
ig  

家     L
oc-

あ
そ
こ 

台
北
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私
の
家
は
遠
い
台
北
に
あ
る
。

ま
た
次
の
（
12
）（
13
）
の
用
例
は
「
子
供
が
今
こ
こ
に
話
者
と
一
緒
に
い
る
か
ど
う
か
」
に
よ
っ
て
使
い
分
け
ら
れ
て
い
る
。

（
12
） M

-ihu  a 　
  azazak   i-suy 　

　

      nak   a      taun.

 
2sG

　

  L
ig　

子
供　
　

L
oc-

あ
そ
こ　

2sG

　

L
ig　

家

 

あ
な
た
の
子
供
は
私
の
家
に
い
る
。（
話
し
手
も
聞
き
手
も
子
供
が
見
え
な
い
）

（
13
） M

-ihu   a 　

  azazak   i-nay　
　

    nak 　

a 　

  taun.

 
2sG

　

  L
ig　

子
供　
　

L
oc-

こ
こ　

2sG

　

L
ig　

家

 

あ
な
た
の
子
供
は
私
の
家
に
い
る
。（
話
し
手
は
子
供
を
見
な
が
ら
）

（
12
）（
13
）
は
ど
ち
ら
も
、
聞
き
手
の
子
供
が
話
し
手
の
家
に
い
る
こ
と
を
話
し
手
が
聞
き
手
に
知
ら
せ
て
い
る
。
し
か
し
、

（
12
）
の
場
合
は
、
話
し
手
が
外
に
出
か
け
た
と
こ
ろ
で
聞
き
手
と
会
い
、
聞
き
手
の
子
供
が
話
し
手
の
家
に
い
る
こ
と
を
告
げ
て

い
る
。
こ
れ
は
両
者
と
も
外
に
い
て
、
聞
き
手
の
子
供
の
姿
は
み
え
な
い
。（
13
）
の
場
合
は
、
話
し
手
は
家
に
い
て
、
た
と
え
ば

聞
き
手
か
ら
電
話
が
か
か
っ
て
き
た
場
合
の
答
え
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
話
し
手
は
聞
き
手
の
子
供
と
と
も
に
話
し
手
の
家
の
中
に
い

る
の
で
あ
る
。

サ
オ
語
で
は
「
今
、
こ
こ
で
」、
つ
ま
り
現
場
性
に
こ
だ
わ
っ
て
発
話
さ
れ
、
ま
た
、
対
象
物
を
実
際
に
見
て
知
覚
し
て
発
話
す

る
と
同
時
に
、
で
き
ご
と
を
知
覚
し
実
際
の
経
験
と
し
て
話
者
に
取
り
込
ま
れ
た
上
で
発
話
が
行
わ
れ
る
と
い
う
特
徴
が
あ
る
と
い

え
る
だ
ろ
う
。



東洋文化研究 22 号　　232

参
考
文
献

（
中
国
語
文
献
）

簡
史
朗･
石
阿
松　

編
著
（2001

）『
邵
語
読
本
』
台
湾
：
行
政
院
文
化
建
設
委
員
会

（
日
本
語
文
献
）

安
部
清
哉
・
新
居
田
純
野
（2007

）『
石
阿
松
氏
『
サ
オ
語
語
彙4000

』
―
仮
名
が
記
録
し
た
太
平
洋
の
“
危
機
言
語
”
―
』
学
習

院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
調
査
研
究
報
告
53

安
部
清
哉
・
長
嶋
善
郎
・
新
居
田
純
野
（
編
）、土
田
滋
（
監
修
）（2008

）『
サ
オ
語
（
台
湾･

邵
語
）
語
彙
（
英
語･

日
本
語
索
引
付
）

―
サ
オ
語
研
究
資
料 

Ⅱ
―
』
学
習
院
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
調
査
研
究
報
告
54

新
居
田
純
野
（2005

）「
存
在
動
詞
に
お
け
る ｢

遠
／
近｣ ｢

可
視
／
不
可
視｣ 

―
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
（
サ
オ
語
）
の
場
合
―
」『
国

文
学
解
釈
と
鑑
賞
』1

：164

−173.
東
京
：
至
文
堂. 

新
居
田
純
野
（2008

）「
サ
オ
語
（
台
湾
）
に
お
け
る
現
場
指
示
表
現
―
日
本
語
と
の
対
照
か
ら
―
」
学
習
院
大
学
『
人
文
』6

：

213

−231. 

新
居
田
純
野
（2015

）「
サ
オ
語
と
ブ
ヌ
ン
語
卡
社
群
方
言
の
存
在
・
所
有
表
現
―
日
本
語
の
存
在
・
所
有
表
現
と
の
対
照
か
ら
―
」

『
台
湾
原
住
民
研
究
』
19
号　

風
響
社
：75

−102 

新
居
田
純
野
（2018

）「
言
語
表
現
か
ら
み
た
サ
オ
族
の
も
の
や
こ
と
の
と
ら
え
方
に
つ
い
て 

―
サ
オ
族
長
老
の
サ
オ
語
調
査
を
通

し
て
―
」『L

anguage and L
inguistics in O

ceania, vol.10

』Japanese A
ssociation for O

ceanic L
anguages

：21-32

新
居
田
純
野
（2018

）『
台
灣
原
住
民
瀕
危
語
言　

邵
語 -E

ndangered L
anguage T

H
A

O
-

』
台
湾
大
新
書
局



233　　台湾原住民語「邵語（サオ語）」　　新居田

（
英
語
文
献
）

B
lust, R

obert

（2003

）T
h

ao D
iction

ary. Institute of L
inguistics, A

cadem
ia S

inica, L
anguage and L

inguistics 

M
onograph S

eries N
o.A

5.T
aipei:A

cadem
ia S

inica. 

L
i, P

aul Jen-K
uei

（
李
壬
癸
）（2011

）T
h

ao T
exts an

d
 S

on
gs. T

aiw
an: Institute of L

inguistics, A
cadem

ia S
inica, 

T
aiw

an.

注（
1
）  http://w

w
w

.unesco.org/new
/en/culture/them

es/
endangered-languages/atlas-of-languges-in-danger/

（
2
）
台
湾
原
住
民
紹
介

 
http://w

w
w

.apc.gov.tw
/portal/docD

etail.htm
l?C

ID
=365

D
6C

3107861B
05&

D
ID

=0C
3331F

0E
B

D
318C

2A
F

A
C

3
B

7E
9A

A
12A

F
6

（
3
）
原
住
民
族
人
口
統
計　

 
https://w

w
w

.apc.gov.tw
/portal/docL

ist.htm
l?C

ID
 

=A
C

58C
79198E

1F
D

34

（
4
）
原
住
民
身
分
法
解
釋
彙
編
一
〇
四
年
十
二
月
版
（
原
住
民
族

委
員
会
）

（
5
）
サ
オ
族
の
紹
介　

http://w
w

w
.apc.gov.tw

/portal/doc 
L

ist.htm
l?C

ID
=0E

4C
97873E

B
E

5221

（
6
）
子
音
：/p,b,m

,f,t,d,n,th[ θ],s,z[ð],lh[ł ],l,r,sh[ ∫],k, ng[ ŋ ],q, 
h,y,w

,

＇[glottal stop ]/  

、
母
音
：/a,u,i/

（
7
）
杵
歌https://w

w
w

.youtube.com
/w

atch?v=M
N

D
P

b4-
P

dm
c

（
8
）
文
法
的
な
注
釈
は
次
の
よ
う
に
略
号
で
示
す
。

 
1s;F

irst person singular

、2s;S
econd person singular

、

N
;nom

inative

、G
;genitive 

 
M

V
;M

ovem
ent p

refix

、L
F

;L
ocative-focu

s

、

L
ig;ligature

、L
oc;locative

、S
ta;stative


