
中
国
の
清し

ん

が
統
治
し
た
時
代
、
中
国
大
陸
か
ら
た
く
さ

ん
の
漢
民
族
の
人
々
が
海
を
渡わ

た

り
、
台
湾
へ
と
移い

じ
ゅ
う住

を

行
い
ま
す
。

19
世
紀
の
記
録
で
そ
の
数
、
200
万
〜
300
万
人
と
も
言
わ

れ
て
い
ま
す
。

今
回
の
展て
ん
ら
ん
か
い

覧
会
の
テ
ー
マ
は
な

に
や
ら
難
し
そ
う
で
す･･･

。

そ
こ
で
、
漫ま

ん
が画
で
平
埔
族
の
も

の
が
た
り
を
見
て
い
く
と
し
ま

し
ょ
う
！

私
た
ち
日
本
人
に
は
な
じ
み
が

な
い
平
埔
族
。

台
湾
の
西
部
の
平
野
部
に
く
ら

し
て
き
た
先
住
民
の
こ
と
で
す
。

今
回
展
示
し
て
い
る
も
の
は
平

埔
族
独
自
の
も
の
、
ま
た
は
中

国
か
ら
の
影え

い
き
ょ
う響
を
受
け
、
そ
し

て
日
本
が
統と

う
ち治
し
た
時
代
も
く

ぐ
り
ぬ
け
残
さ
れ
た
、
彼
ら
平

埔
族
の
貴き

ち
ょ
う重
な
文
化
遺い

さ
ん産
な
の

で
す
。

平
埔
族
の
歴
史
を
知
る
こ
と
は
、

す
な
わ
ち
台
湾
の
歴
史
を
知
る

こ
と
に
な
る
の
で
す
。

そ
れ
で
は

も
の
が
た
り
の

は
じ
ま
り
は
じ
ま
り
〜

1600
年
ご
ろ
か
ら
、
外
国
に
よ
っ
て
台
湾
は
支し
は
い配
さ
れ

る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

一
方
、
西
部
平
野
部
に
く
ら
し
て
い
た
平
埔
族
の
数
は

正せ
い
か
く確
な
統と
う
け
い計
は
あ
り
ま
せ
ん
が
、
お
よ
そ
５
万
人
。
そ

の
数
の
差
は
歴れ
き
ぜ
ん然
で
す
!

そ
う
し
た
こ
と
か
ら
「
漢
民
族
化
」
と
い
っ
て
平
埔
族
の

独
自
の
言
葉
は
中
国
語
へ
と
変
わ
り
、
そ
れ
ま
で
の
文
化

や
習
し
ゅ
う
か
ん慣

も
変
化
、
は
た
ま
た
無
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。

も
し
く
は
住
み
慣
れ
た
土
地
を
離
れ
る
か
の
選せ
ん
た
く択
を
せ
ま

ら
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

台湾はココだよ～

　　 台湾の歴史
1624 年　オランダによる統治 

1662 年　オランダ撤
てったい

退

1683 年　清朝による統治

1895 年　日本による統治

1945 年　日本敗戦

　　　　　中華民国時代

→
→

広東省 →

日
本
の
九
州
よ
り
も
少
し
小
さ
い
島
、
台
湾
。

そ
こ
に
は
古
く
か
ら
先
住
民
が
く
ら
し
て
い

ま
し
た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
の
数
は
東
側
の
山

地
の
先
住
民
も
ふ
く
め
る
と
お
よ
そ
30
に
も

上
り
ま
す
。

小
さ
な
島
な
の
に
言
葉
も
文
化
も
異
な
る
グ

ル
ー
プ
が
た
く
さ
ん
存そ
ん
ざ
い在
し
て
い
る
の
は
不

思
議
で
す
ね
。



時
は
今
か
ら
300
年
前
。
平
埔
族
の
中
に
は
台
湾
に
移
り
住

む
漢
民
族
に
抵て

い
こ
う抗

し
て
反は

ん
ら
ん乱

を
お
こ
す
グ
ル
ー
プ
も
い
ま

し
た
。

一
方
で
漢
民
族
と
近
づ
き
、
繁は

ん
え
い栄
を
き
づ
い
た
平
埔
族
の

グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
、リ
ー
ダ
ー

「
潘
家
」
率ひ

き

い
る
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
た
ち
で
し
た
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
々
は
現
在
の
台
中
市
に

く
ら
し
て
い
ま
し
た
。

台
中
市
内
に
あ
る
岸が

ん
り裡

大
社
と
は
む
か

し
の
集
落
の
名
前
で
す
。

こ
の
地
に
も
1700
年
ご
ろ
か
ら
漢
民
族
が

続
々
と
移
住
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
潘
敦
仔
の
画
像
は
台
湾
の
博
物
館
か
ら
お
借
り

し
ま
し
た
が
、
そ
の
夫
人
と
息
子
二
人
の
画
像
は
参

考
館
が
も
っ
て
い
る
の
で
す
！

潘
氏
は
、
も
と
も
と
名
字
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
清
朝
政
府
に
気
に
い
ら
れ
た
リ
ー
ダ
ー
阿あ

ば
く莫

は｢

潘ハ
ン｣

と
い
う
姓
を
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
阿
莫
の
孫
で
あ
る
潘
敦と
ん

仔し

の
時
代
に
は
、
台

中
市
に
広
大
な
土
地
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
栄え
い
が華
を
極き
わ

め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
住
む
集
し
ゅ
う
ら
く落
に
は
、
漢

民
族
の
移
民
の
中
に
医
学
に
詳
し

い
人
が
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
漢
民
族
に
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
が

病
気
を
治
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
か

ら
、
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
と
漢
民
族
の

人
と
の
つ
な
が
り
が
強

く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

清朝皇
こうてい

帝・乾
けん

隆
りゅう

帝

よく貢
こうけん

献してくれた。

ぜひ北京にあいさつに来たまえ

パゼッヘとつながりをもった漢民族

張
ちょうたっきょう

達 京

夫
人
で
ご
ざ
い
ま
す.

時
は
今
か
ら
300
年
前
。
平
埔
族
の
中
に
は
台
湾
に
移
り
住

む
漢
民
族
に
抵て

い
こ
う抗

し
て
反は

ん
ら
ん乱

を
お
こ
す
グ
ル
ー
プ
も
い
ま

し
た
。

一
方
で
漢
民
族
と
近
づ
き
、
繁は
ん
え
い栄

を
き
づ
い
た
平
埔
族
の

グ
ル
ー
プ
も
あ
り
ま
し
た
。
そ
の
グ
ル
ー
プ
は
、リ
ー
ダ
ー

「
潘
家
」
率ひ
き

い
る
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
た
ち
で
し
た
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
々
は
現
在
の
台
中
市
に

く
ら
し
て
い
ま
し
た
。

台
中
市
内
に
あ
る
岸が

ん
り裡

大
社
と
は
む
か

し
の
集
落
の
名
前
で
す
。

こ
の
地
に
も
1700
年
ご
ろ
か
ら
漢
民
族
が

続
々
と
移
住
し
て
き
ま
し
た
。

そ
の
潘
敦
仔
の
画
像
は
台
湾
の
博
物
館
か
ら
お
借
り

し
ま
し
た
が
、
そ
の
夫
人
と
息
子
二
人
の
画
像
は
参

考
館
が
も
っ
て
い
る
の
で
す
！

潘
氏
は
、
も
と
も
と
名
字
を
も
っ
て
い
ま
せ
ん
で
し

た
が
、
清
朝
政
府
に
気
に
い
ら
れ
た
リ
ー
ダ
ー
阿あ

ば
く莫

は｢

潘ハ
ン｣

と
い
う
姓
を
も
ら
う
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

そ
し
て
阿
莫
の
孫
で
あ
る
潘
敦と
ん

仔し

の
時
代
に
は
、
台

中
市
に
広
大
な
土
地
を
与
え
ら
れ
、
そ
の
栄え
い
が華
を
極き
わ

め
た
と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
住
む
集
し
ゅ
う
ら
く落
に
は
、
漢

民
族
の
移
民
の
中
に
医
学
に
詳
し

い
人
が
い
た
よ
う
で
す
。

そ
の
漢
民
族
に
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
が

病
気
を
治
し
て
も
ら
っ
た
こ
と
か

ら
、
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
と
漢
民
族
の

人
と
の
つ
な
が
り
が
強

く
な
っ
た
と
言
わ
れ
て

い
ま
す
。

清朝皇
こうてい

帝・乾
けん

隆
りゅう

帝

よく貢
こうけん

献してくれた。

ぜひ北京にあいさつに来たまえ

パゼッヘとつながりをもった漢民族

張
ちょうたっきょう

達 京

夫
人
で
ご
ざ
い
ま
す

夫
人
で
ご
ざ
い
ま
す.

他
の
平
埔
族
が
反
乱
を
起
こ
す
中
、
パ
ゼ
ッ

ヘ
の
人
た
ち
は
清
朝
軍(

漢
民
族)

の
応お

う
え
ん援

に
ま
わ
っ
た
そ
う
で
す
。



し
か
し
、
こ
の
文
書
は
1741
年
の
も
の
。

す
で
に
清
朝
の
時
代(

1683
年
〜
1895
年)

で
オ
ラ
ン
ダ

の
時
代
は
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
？

そ
う
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
台
湾
を
去
っ
た
の
ち
も
、
シ

ラ
ヤ
の
人
々
は
ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
自
分
た
ち
の
言

葉
を
土
地
の
契
約
書
な
ど
に
書
い
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
す
。

時
代
が
た
つ
と
と
も
に
、
や
は
り
パ
ゼ
ッ

ヘ
の
集
落
へ
多
く
の
漢
民
族
が
入
り
、
土

地
を
開か
い
た
く拓

、
占せ

ん
り
ょ
う領

す
る
よ
う
に
な
る
と
、

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
た
ち
の
居
場
所
は
次
第
に

無
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
長
男
・
士
萬
”
と
次
男
・
士
興

が
権
け
ん
り
ょ
く力
を
う
ば
い
合
う
兄
弟
げ
ん
か
を
お

こ
し
、
お
金
を
大
量
に
使
い
、
潘
家
も
お

と
ろ
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

や
が
て
1800
年
の
中
頃
に
な
る
と
潘
家
一
族

以
外
の
多
く
の
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
々
は
台
中

市
か
ら
、
ま
だ
漢
民
族
が
い
な
い
埔ほ

り里
と

い
う
お
よ
そ
60
㎞
離
れ
た
土
地
へ
険
し
い

山
を
越
え
て
移
住
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

こ
ち
ら
の
文
書
は
1741
年
に
現
在
の
台
南

市
で
書
か
れ
た
土
地
の
契け

い
や
く約

書
で
す
。

シ
ラ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
関
す

る
も
の
で
、
左
半
分
は
ロ
ー
マ
字
で
書

か
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
？
ど
う
い
う
こ
と
？
？

こ
れ
は
岸が
ん
り裡
文
書

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
潘
家

に
残
る
漢
文
で
書
か
れ
た
契け
い
や
く約
書
で
、

1741
年
〜
1918
年
に
か
け
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
清
朝
の
お
役
所
か
ら
の
通つ
う
こ
く告
や
、

平
埔
族
か
ら
税
を
徴
ち
ょ
う
し
ゅ
う

収
す
る
制せ

い
ど度

、
借

し
ゃ
っ
き
ん金

、
土

地
に
関
す
る
や
り
と
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

こ
の
文
書
に
よ
っ
て
、
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
歴
史
が
わ

か
る
と
同
時
に
、
台
湾
中
部
の
歴
史
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
優す

ぐ

れ
た
歴
史
資
料
で
も
あ
り
ま

す
。参

考
館
で
は
以
前
か
ら
こ
の
岸
裡
文
書
を

所し
ょ
ぞ
う蔵

し
て
い
ま
し
た
が
、
台
湾
の
古
文
書

と
い
う
だ
け
で
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら

な
い
ま
ま
で
し
た
。
近
年
、
台
湾
、

日
本
の
研け
ん
き
ゅ
う
し
ゃ

究
者
の
力
を
お
借

り
し
て
そ
の
全ぜ
ん
ぼ
う貌
が
明
ら

か
に
な
っ
た
の
で

す
！

時
代
が
た
つ
と
と
も
に
、
や
は
り
パ
ゼ
ッ

ヘ
の
集
落
へ
多
く
の
漢
民
族
が
入
り
、
土

地
を
開か
い
た
く拓
、
占せ
ん
り
ょ
う領
す
る
よ
う
に
な
る
と
、

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
た
ち
の
居
場
所
は
次
第
に

無
く
な
っ
て
い
き
ま
し
た
。

さ
ら
に
長
男
・
士
萬
”
と
次
男
・
士
興

が
権
け
ん
り
ょ
く力
を
う
ば
い
合
う
兄
弟
げ
ん
か
を
お

こ
し
、
お
金
を
大
量
に
使
い
、
潘
家
も
お

と
ろ
え
て
い
く
こ
と
に
な
る
の
で
す
。

や
が
て
1800
年
の
中
頃
に
な
る
と
潘
家
一
族

以
外
の
多
く
の
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
人
々
は
台
中

市
か
ら
、
ま
だ
漢
民
族
が
い
な
い
埔ほ

り里
と

い
う
お
よ
そ
60
㎞
離
れ
た
土
地
へ
険
し
い

山
を
越
え
て
移
住
す
る
こ
と
に
な
り
ま
し

た
。

こ
れ
は
岸が
ん
り裡
文
書

と
よ
ば
れ
る
も
の
で
す
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
リ
ー
ダ
ー
で
あ
る
潘
家

に
残
る
漢
文
で
書
か
れ
た
契け
い
や
く約
書
で
、

1741
年
〜
1918
年
に
か
け
て
作
ら
れ
ま
し
た
。

内
容
は
、
清
朝
の
お
役
所
か
ら
の
通つ
う
こ
く告
や
、

平
埔
族
か
ら
税
を
徴
ち
ょ
う
し
ゅ
う

収
す
る
制せ

い
ど度

、
借

し
ゃ
っ
き
ん金

、
土

地
に
関
す
る
や
り
と
り
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
で
す
。

こ
の
文
書
に
よ
っ
て
、
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
歴
史
が
わ

か
る
と
同
時
に
、
台
湾
中
部
の
歴
史
を
知
る
こ

と
が
で
き
る
優す

ぐ

れ
た
歴
史
資
料
で
も
あ
り
ま

す
。参

考
館
で
は
以
前
か
ら
こ
の
岸
裡
文
書
を

所し
ょ
ぞ
う蔵

し
て
い
ま
し
た
が
、
台
湾
の
古
文
書

と
い
う
だ
け
で
詳
し
い
こ
と
は
わ
か
ら

な
い
ま
ま
で
し
た
。
近
年
、
台
湾
、

日
本
の

し
か
し
、
こ
の
文
書
は
1741
年
の
も
の
。

す
で
に
清
朝
の
時
代(

1683
年
〜
1895
年)

で
オ
ラ
ン
ダ

の
時
代
は
終
わ
っ
て
い
る
は
ず
？

そ
う
、
オ
ラ
ン
ダ
人
が
台
湾
を
去
っ
た
の
ち
も
、
シ

ラ
ヤ
の
人
々
は
ロ
ー
マ
字
を
使
っ
て
自
分
た
ち
の
言

葉
を
土
地
の
契
約
書
な
ど
に
書
い
て
い
た
こ
と
が
わ

か
る
の
で
す
。

か
る
の
で
す

研け
ん
き
ゅ
う
し
ゃ

究
者
の
力
を
お
借

り
し
て
そ
の
全ぜ
ん
ぼ
う貌
が
明
ら

か
に
な
っ
た
の
で

す
！

こ
ち
ら
の
文
書
は
1741
年
に
現
在
の
台
南

市
で
書
か
れ
た
土
地
の
契け

い
や
く約

書
で
す
。

シ
ラ
ヤ
と
呼
ば
れ
る
グ
ル
ー
プ
に
関
す

る
も
の
で
、
左
半
分
は
ロ
ー
マ
字
で
書

か
れ
て
い
ま
す
。

な
ぜ
？
ど
う
い
う
こ
と
？
？

清
朝
が
台
湾
を
統と
う
ち治
す
る
以
前
に

は
オ
ラ
ン
ダ
に
よ
る
統
治
の
時
代
が
あ
り

ま
し
た(

1624
〜
1662
年)

。
オ
ラ
ン
ダ
の
キ
リ

ス
ト
教
の
宣せ

ん
き
ょ
う
し

教
師
も
台
湾
へ
と
や
っ
て

来
た
の
で
し
た
。

オ
ラ
ン
ダ
の
宣
教
師
は
こ
れ
ま
で
文

字
を
持
た
な
か
っ
た
シ
ラ
ヤ
の
人
々

に
ロ
ー
マ
字
を
教
え
ま
し
た
。



台
湾
に
む
か
し
か
ら

く
ら
し
て
い
た
人
々

は
祖
先
の
霊れ

い

を
崇す
う
は
い拝

し
て
き
ま
し
た
。

い
ま
で
は
漢
民
族
の

宗し
ゅ
う
き
ょ
う
教
で
あ
る
道ど
う
き
ょ
う教
や

仏
教
、
キ
リ
ス
ト
教

を
多
く
の
人
が
信
仰

し
て
い
ま
す
が
、
平

埔
族
独ど

く
じ自

の
信し

ん
こ
う仰

を

現
在
で
も
み
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

台
湾
南
部
の
平
埔
族(

シ
ラ
ヤ
、
マ
カ
タ
オ
な
ど

の
グ
ル
ー
プ)

は
、
祖
先
の
霊
“
ア
リ
ツ
ォ
”

を
崇す

う
は
い拝

、
壺つ

ぼ

や
ビ
ン
の
中
に
水
を
入
れ
る
こ
と
で
、

霊
力
を
発は

っ
き揮

さ
せ
て
、
み
ん
な
が
守
っ
て
も
ら
え

る
と
信
じ
て
い
ま
す
。

｢

コ
ン
カ
イ｣

と
呼
ば
れ
る
お
祭

り
を
行
う
場
所
に
こ
の
壺
を
ま
つ

り
、
伝
統
的
な
儀ぎ
れ
い礼
を
行
っ
て
い

る
の
で
す
。

壺
以
外
に
も
祭さ
い
だ
ん壇

な
ど
に
祀ま

つ

ら
れ
て
い
る
も

の
が
展て

ん
じ示

さ
れ
て
い
る
の
で
要
チ
ェ
ッ
ク
！

中
に
は
鹿
な
ど
の
動
物
の
骨
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
食
物
に
も
な
っ
た
こ
の
動
物
の

骨
が
平
埔
族
の
人
び
と
を
守
る
と
信
じ
ら
れ

て
い
た
み
た
い
。

こ
ち
ら
は
“
タ
イ
タ
イ
”
と
呼
ば
れ
る
祖
先
の

神
さ
ま
で
す
。
こ
う
し
た
祖
先
の
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さ
ま
を
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に

あ
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わ
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た
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の
は
台
湾
現
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の
平
埔
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落
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「
ビ
ン
ロ
ウ
」
と
呼
ば
れ
る
目
が
覚
め
る

よ
う
な
刺
激
の
あ
る
木
の
実
、
そ
し
て
タ

バ
コ
な
ど
を
し
ま
っ
て
お
く
袋
で
す
。

オ
シ
ャ
レ
な
刺し

し
ゅ
う繍

が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る

よ
。

＊いずれの写真も平埔族の集落で
撮
さつえい

影したものではなくイメージです。

こ
れ
は
「
冠か

ん
ぐ
ん軍

旗き

」
と
よ
ば
れ
る
も
の
。

パ
ゼ
ッ
ヘ
の
集
落
で
は
古
く
か
ら
新
年
を

む
か
え
る
祭
り
の
中
で
、
若
い
男
衆
に
よ

る
か
け
っ
こ
の
競
き
ょ
う
そ
う争
が
あ
り
ま
し
た
。

そ
の
入
賞
者
に
手
渡
さ
れ
る
旗
で
す
。

昔
は
鹿
追
い
な
ど
の
狩
し
ゅ
り
ょ
う猟
を
お
こ
な
っ
て

い
た
平
埔
族
。

脚あ
し

が
丈じ
ょ
う
ぶ夫
で
速
い
こ
と
が
重
じ
ゅ
う
よ
う要
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

漢民族式のベッドにつるす飾
かざ

りのこ
とです。
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に
よ

る
か
け
っ
こ
の
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が
あ
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ま
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の
入
賞
者
に
手
渡
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す
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な
ど
の
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し
ゅ
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を
お
こ
な
っ
て

い
た
平
埔
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。

脚あ
し

が
丈じ
ょ
う
ぶ夫
で
速
い
こ
と
が
重
じ
ゅ
う
よ
う要
だ
っ
た
よ

う
で
す
。

漢民族式のベッドにつるす飾
かざ

りのこ
とです。

平
埔
族
に
関
す
る
生
活
用
具
は
参
考
館
や
他
の
台
湾
の
博

物
館
に
も
あ
ま
り
収
蔵
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。
も
ち
ろ
ん
台

湾
現
地
で
も
も
う
見
る
こ
と
が
難
し
く
な
っ
た
も
の
ば
か

り
で
す
。

平
埔
族
の
生
活
の
断だ

ん
ぺ
ん片

し
か
知
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
は

言
え
、
い
ま
で
は
貴
重
な
平
埔
族
の
生
活
用
具
を
の
ぞ
い

て
み
ま
し
ょ
う
。

うすは現在でも粟
あわ

作などで見るこ
とができます。

連れ
ん
ぱ
い杯
と
呼
ば
れ
る
も

の
で
、
お
酒
を
入
れ
、

二
人
で
仲
良
く
お
酒

を
飲
み
干
す
器
な
の

よ
♪

も



シ
ラ
ヤ
の
女
性
に

よ
っ
て
作
ら
れ
た
文

様
が
ほ
ど
こ
さ
れ
た

布
き
れ
。
今
か
ら
70

年
以
上
前
の
も
の
で

し
ょ
う
か
。
現
地
に

も
も
う
残
さ
れ
て
い

な
い
こ
の
布
切
れ
で

す
が
参
考
館
で
は
100

点
余
り
収し
ゅ
う
ぞ
う蔵
し
て
い

ま
す
。

衣
服
の
ア
ッ
プ
リ
ケ

や
飾
り
な
ど
に
使
わ

れ
て
い
た
よ
う
で
す
。

し
か
し
、
な
ぜ
布
切

れ
の
み
が
大
量
に
残

さ
れ
た
の
か
？
？

ど
う
や
ら
こ
の
布
き
れ
を
他
の
先
住
民

と
の
交こ

う
え
き易
品
と
し
て
、
も
し
く
は
販は
ん
ば
い売

用
と
し
て
商
品
に
し
て
い
た
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

そ
の
証し
ょ
う
こ拠
に
シ
ラ
ヤ
の
お
隣
の
山
地
の

ル
カ
イ
族
の
衣
装
の
ア
ッ
プ
リ
ケ
に
シ

ラ
ヤ
の
こ
の
布
切
れ
が
使
わ
れ
て
い
る

の
で
す
。

＊これはタロコ族が腹当てを
している写真です。1900 年
のごろのもの。出典：森丑之
助『台湾蕃族誌』1917 年
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湾
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て
台
湾
南
部
に
く
ら
す
シ

ラ
ヤ
の
衣
装
。

ラ上
着
は
参
考
館
に
は
あ
り
ま
せ

上ん
が
、
頭
き
ん
や
前
か
け
を
見

んる
こ
と
が
で
き
ま
す
。

るパ
ゼ
ッ
ヘ
と
違
う
色
づ
か
い
、

パデ
ザ
イ
ン
に
気
づ
い
た
か
な
？

デ 続
い
て

続

こ
れ
は
パ
ゼ
ッ
ヘ
族
の
伝

統
的
な
民
族
衣い

し
ょ
う装

で
す
。

現
在
で
は
復
元
し
た
衣
装

を
お
祭
り
の
時
に
着
る
こ

と
は
あ
り
ま
す
が
、
参
考

館
に
は
80
年
以
上
前
の
伝

統
的
な
パ
ゼ
ッ
ヘ
の
民
族

衣
装
が
あ
り
ま
す
。

日
本
の
私
た
ち
、
漢
民
族
の
人
た
ち
と

も
違
う
独
特
の
衣
装
に
注
目
で
す
。

頭
に
は
帽
子
以
外
に
も
ハ
チ
マ
キ
を
し

て
い
る
ね
。

オ
シ
ャ
レ
な
腰こ

し
お
び帯

に
袈け

さ裟
掛
け
も
し
て

い
ま
す
。

色
は
、
赤
・
白
・
黒
色
が
パ
ゼ
ッ
ヘ
の

人
た
ち
は
好
き
だ
っ
た
の
か
な
？

日

そ
し
て
文
様
に
ご
注
目
！

山
地
の
先
住
民
に
は
見
ら
れ

な
い
平
埔
族
な
ら
で
は
の
鳥

や
花
の
文
様
を
見
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

一
点
、
一
点
引
き
出
し
を

開
け
て
じ
っ
く
り
見
て
ね
☆

↑写真 : 国立民族学博物館提供
　　      ルカイ族の衣装



ホアニャ族のむかしから伝わる儀
ぎれい

礼

カハブ族のおどり

パゼッヘ語による歌

平
埔
族
の
ほ
と
ん
ど
は
漢
民
族
化
が
進

ま
な
か
っ
た
山
地
の
先
住
民
と
異
な

り
、
独
自
の
言
語
、
文
化
が
残
っ
て
い

る
場
合
が
少
な
く
、
現
在
、
政
府
に
先

住
民
と
し
て
の
権け

ん
り利

を
認
め
て
も
ら
え

て
い
ま
せ
ん
。

1980
年
以
降
、
台
湾
は
民
主
化
し
、
平

埔
族
の
人
た
ち
は
自
ら
の
手
で
民
族

グ
ル
ー
プ
の
存そ
ん
ざ
い在

を
主し

ゅ
ち
ょ
う張

し
、
法
律

で
保ほ

ご護
さ
れ
た
先
住
民(

台
湾
で
は

原げ
ん
じ
ゅ
う
み
ん
ぞ
く

住
民
族)

と
い
う
権け
ん
り利
を
得
よ
う

と
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
平
埔
族
の
む
か
し
か
ら
話
し
て

き
た
言
葉
の
伝
で
ん
し
ょ
う承、
古
く
か
ら
伝
わ
る

儀ぎ
れ
い礼
・
お
祭
り
の
復ふ
っ
か
つ活
、
衣
装
な
ど
の

生
活
に
関
す
る｢

も
の｣

の
復
元
。

さ
ま
ざ
ま
な
活
動
を
積
せ
っ
き
ょ
く極
的て
き

に
行
っ

て
い
ま
す
！

平埔族の博物館の建
けんせつ

設

熟
じゅく

番
ばん

(平埔族のかつての呼び名)は原住民族である！

研
けんきゅう

究者による平埔族織
おりもの

物の復元
(写真：輔仁大學織品服裝學系 副教授 蔡玉珊提

ていきょう

供 )
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Q１　岸
がん

裡
り

大
たい

社
しゃ

という集
しゅうらく

落は現在の何市にあるでしょう？

Q２　潘
はん

士
し

萬
まん

・士
し

興
こう

兄弟は家庭団らん図で口に何をくわえている？　

　　

　　１．あめ　２．キセル ( たばこ )　３．ビンロウ　４．口
こうきん

琴

　　

Q３　新
しん

港
こう

文
もん

書
じょ

は漢字の他になんの文字で書かれている？

Q４　シラヤのお祭りを行う施
し

設
せつ

｢コンカイ｣ にまつられている物はなに？

Q５　２人が一緒にお酒を飲む道具、なーんだ？

Q６　平埔族の民族衣装で、今の日本の普段着ている服に見られないものを

　　　書いてみよう！

Q７　文様のある布きれにはどんな動物がししゅうされているかな？　

こたえ：

Q１. 台中市　Q２.　２．キセル ( たばこ )　Q３. ローマ字　Q４.　壺、ビン、動物の骨

｢太祖神屏｣、人がたの神さま ｢祖神像｣ “ タイタイ ”など

Q５.　連杯　Q６. 頭きん、はちまき、袈裟飾り、腹当て、腰帯、前かけなどかな～　

Q７. 鳥、犬、他にも登場しているかも！

第 73回企画展

｢台湾平埔族のもの
3 3

がたり－歴史の流れと生活文化の記憶－｣

ガイドブック

会期：2014 年 10 月８日～ 12月８日

作成：天理参考館　海外民族室　 携帯電話のサイトから
情報をご覧頂けます


