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研
究

ノ

ー
ト

土
着
化

か
、
あ

る

い
は
漢
化
か
?

「漢
族
系
台
湾
人
」
の
エ
ス
ニ
シ
テ
ィ
に

つ
い
て

三
尾
裕
子

は
じ
め
に

台

湾

が
中

国

の

一
部

な

の
か
否

か

と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

は
、
最

近

さ

ま
ざ

ま

な
主
張

、

議
論

が
あ

る
。

国
際

政

治

の
場

で
は
、

世
界
中

の
多

く

の
国

々
が
、
中

華

人

民
共

和
国

を
唯

一
の

「中

国
」

と

み
な

し
、
台

湾

を

そ

の

一
部

と

見

て

い
る

と

い
う

の
が
現
状

で
あ

る
。
台

湾

と
中

国
大

陸

が

不
可

分

で
あ

り
、

ど

ち

ら
も

が

「中

国
」

を
構
成

す

る
要

素

で
あ

る
と

の

見

方

は
、

そ
も

そ
も
中

華

人

民
共
和

国
政
府

、
中

華

民
国

政
府

双
方

が

一

貫

し

て
そ

う
主
張

し

て
き
た

も

の
で
あ
り

、
独

立
運

動

が
盛

ん
な
現

在

の

台

湾

に
お

い
て
も
な

お
、

そ

の
よ

う
な
見

方
を
持

ち

続
け

て

い
る
人

々
が

い
る

こ
と

は
事
実

で
あ

る
。

中

国
大

陸

で
は
、

「解

放

」
当
初

の
少

数

民
族

政
策

や
社

会
主

義

理
念

が
、
文

革

の
混

乱

を
経

て
国

民
統
合

の
手

段

と
し

て
不
十

分

で
あ

る
と
考

え
ら

れ

る
よ

う

に
な
り

、

そ

の
後

の
経
済

改
革

開
放

路
線

の
中

で
、

多

様

な
民
族

の
平
等

を
確

保

し
、

少
数

民
族

の
文
化

や
権

利

を
認

め

つ
つ
国

民

を
統

合

し

て

い
く
新

た

な

理
念

が
必
要

に
な

っ
た
。

費
孝

通

が
提

唱

し
た

「中

華

民
族

多

元

一
体

格

局
論

」

は

こ

の
よ

う

な
雰

囲

気

と
歩

調
を

あ

わ

せ

る
よ
う

に

一
九

八

〇
年
代

後
半

に
公

に
さ
れ

た
。

そ

の
中

で
は
、
台

湾

の
問
題

は
慎

重

に
議

論

の
外

に
避

け

ら

れ

て

い
る
。

彼

の
議

論

の
焦

点

は
、

「中
華

民

族

」

と

は
、
現

在

中
華

人

民
共

和

国
内

部

に
居

住

す

る
多

様

な
民
族

の
寄

せ
集

め
な

の
で
は

な
く
、

相
互

に
依
存

し
あ

っ
た
分
割

不

可

能

な

一
体

の
も

の

で
あ
り

、

そ

の
凝
集

力

の
核

心

は

「
漢

族

」

で

あ

る
、

と

い
う

と

こ
ろ
に

あ

る
。

し

か
し
、

費

は
現
在

中

国

の
領

域
内

に
住

む
諸

民
族

を

「中
華

民
族

」

と
呼

ぶ
、

と

い
う
領
域

的

な
限
定

を

つ
け

る

こ
と

に
よ

っ
て
、
台

湾

な
ど

に
住

む
血
統

的

に
は

同

じ
と
考

え
ら

れ

て
き

た
中

国
人

、
華

人

や
華
僑

な

ど

に

つ
い
て
触

れ

る

の
を
避

け

て

い
る

[毛

里

一
九

九
八

"
七

七

-
七

八
]
。

同
様

な
問
題

は
、

中
華

人

民
共

和
国

と
周

囲

の
隣
国

と

の
国
境
線

を

ま

た

い
で
居
住

し

て

い
る
他

の
民
族

、
例

え
ぼ

、

モ

ン
ゴ

ル
族

や

ウ
イ
グ

ル

族

な
ど

に
も

関
係

し

て

い
る
。

た
だ

し
、

モ

ン
ゴ

ル
や
ウ

イ
グ

ル

の
ケ
ー

ス
と
台
湾

問

題
と

が
大

き

く
異

な

る
点

が

一
つ
あ

る
。

そ

れ

は
、

国
境

を

ま

た

い

で

い
る
民

族

が

内
外

の
間

で
双

方

を

ど

う
認

識

し

あ

っ
て

い
る

か
、

と

い
う
問
題

で
あ

る
。

モ

ン
ゴ

ル
や

ウ
イ

グ

ル

の
場
合

に
は
、
実

際

に
当
事

者

た
ち

が
行
動

を
起

こ
す

か
ど

う
か

は
別

と

し

て
も
、

双
方

が
同
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じ
民

族
的

な

起
源

や
文
化

を
共

有

し

て
い
る

と
認
識

し
、

両
者

の
間

に
国

境

が
な

い
な

ら
ば

、

一
つ
の

エ
ス

ニ
ッ
ク

・
グ

ル
ー
プ
と

し

て
存
続

し

て

も

お
か

し
く

な

い
、
と

い
う
思
考

が
底

流

に

あ
る
。

そ

れ
ゆ

え
、
中

華

人

民
共

和

国
当

局

も
、

こ
う
し
た

観
念

が
、

実
際

に
分

離

し

て
域

外

の
同

民

族

と

の
統

合

を
希

求

す

る
運

動

に
発

展

す

る

こ
と

を
危

惧

す

る

こ
と

に

ム
　

　

な

る
。
中

華

人
民

共
和
国

当
局

と

し

て
は
、
領

域
外

の
諸

民
族

に
言

及

し

な

い

こ
と

に
よ

っ
て
、
領

域
外

へ
の
覇

権

や
統

治

を
想
定

し

な

い
と
同
時

に
、

域
内

の
諸

民
族

を
分
離

さ
せ

な

い
よ
う
注

意

を
は
ら

っ
て

い
る
と

い

え

る
だ

ろ
う

。

と

こ
ろ
が

、
台
湾

の
場

合

に
は
、
中

華

人
民

共
和

国

サ
イ

ド
か

ら
み

る

と
、
政

治

的

に

は
そ
れ

を
不
可

分

の

一
体

の
中

に
取

り
込

み
た

い
に
も

か

か
わ

ら
ず

、

さ
ま
ざ

ま
な

要
因

が
あ

る

た
め

に
、

か
な
わ

な

い
現
状

に
あ

る
。

し

か
も
、

中

国
側

は
、
台

湾

の
人

々

の
う

ち
、

も
と

も

と
中
国

と
同

源

で
あ

る
人

々
が
、

そ

の
人

口

の
九
割

以

上

を
占

め

て
い
る

と
認
識

し

て

い

る
に
も

か

か
わ

ら
ず
、

で
あ
る
。

こ
こ

で
は
、
分
離

し

て

い
る
状

況

を

追

認

す

る

の
で

は
な
く
、

そ

れ
を
解

消

し

て
内

へ
取

り
込

も

う
と
す

る
点

で
、
上

記

の
諸

民
族

と

の
相
違

が

あ
る
。

さ

ら
に
、

厄
介

な

こ
と

に
は
、

最

近
、

台

湾

で
は
、

「漢

族
系

」

の
人

々
が
中

国

大
陸

と

同

一
の
起

源
や

文
化

を

共
有

し

て

い
な

い
、

と
見

る
考

え
方

が
生

ま
れ

て
き

て

い
る
。

つ

ま

り
、

境

界
を

ま

た

い
だ
両
側

が

同
じ
民

族

で
あ

る
、
と

い
う
前

提

す
ら

も

、
保

留

さ
れ

る
見

方

で
あ

る
。

本

論

文

で

は
、

エ
ス

ニ
シ
テ

ィ
が
構

築

さ

れ
る

も

の
で
あ

る
、
と

い
う

前
提

に
立

ち
な

が
ら

、
現

在
台

湾

に
お

い
て

「
漢
族
系

台
湾

人

」

の

エ
ス

ニ
シ

テ

ィ
が
ど

の
よ

う

に
想
像

さ

れ
、
ま

た
実

体
化

さ
れ

よ
う

と
し

て

い

る

の
か

、
と

い
う

こ
と

に

つ
い
て

の
最

近

の
動

き
を
検
討

し

て
み
た

い
。

台
湾

で
は
、

中
国

大
陸

と

の
統

一
あ

る

い
は
独
立

の
ど

ち
ら

を

と

る
べ
き

で
あ

る
か

、
と

い
う

課
題

が

あ

る
た

め
、

「国

民
」

の
範

囲

が

は

た
し

て

台
湾

内
部

だ

け

で
想

像

さ

れ
る

の
か
、

あ

る

い
は
中

国
大

陸

も
含

め
ら

れ

る
ぺ
き

な

の
か
、

と

い
う

こ
と
が
議

論

の
対
象

に
な

る
。

と

こ
ろ
が
、

こ

の
よ

う
な

問
題

は
、
最

近

で
は
、

「
国

民
」

を
構

成

す

る
台

湾

の
諸

「
民

族
」
、
と

り
わ

け
、

「漢
族

系
台

湾
人

」

が
、

エ
ス

ニ
ッ
ク
な

レ

ベ

ル
で
も

大

陸

の
漢

族

と

同

一
な

も

の
、

不
可

分

な

も

の

で
あ

る
と

想

像

し

え

な

す
む

い
、

と

い
う

議

論

に
向

か

っ
て

い
る
。

つ
ま

り
、

両

者

を

分

け

る

こ
と

が
、

単
な

る
政

治
的

な
問

題

だ
け

で
は

な
く
、

む

し
ろ
実

体
化

さ

れ
た

民

族

の
相
違

と

い
う
点

か

ら
補
強

さ
れ

よ
う

と

し

て
い
る
。

そ

こ

で
、

現
在

台
湾

で
想

像

(あ

る

い
は
創
造

)

さ
れ

つ
つ
あ

る
、

大
陸

の
漢
族

と
不
可

分

で
は
な

い

「漢
族

系
台

湾
人

」
と

は
ど

の
よ
う
な

も

の
な

の
か
を

考

え

て

み
た

い
。

な

お
、

「漢

族

系
台

湾

人

」
と

い
う
か

な

り
回

り
く

ど

い
呼

称

を
使

う

理
由

と
し

て
、

こ
こ

で
は
ま
ず

次

の
二
点
を

前
置

き

と
し

て
述

べ
て
お
き

た

い
。

ま
ず

第

一
点

は
、

現
在
台

湾

に
在
住

す

る

「漢

族
系

」

の
人

々

の

中

で
、

自

ら
を

大
陸

の
漢
族

と
違

う
民

族

で
あ

る
、

と
主
張

す

る
人

々

が

増

え

て

い
る
た

め
、

分
析

上
、
大

陸

の
漢
族

と
区
別

し
た
呼

称

が
必

要

で

あ

る
。

第

二
点

に

は
、
現
在

、
台

湾

に
お
け

る

ナ

シ

ョ
ナ

リ
ズ

ム

の
興
隆

と
と

も

に
、

台
湾

に
生

ま

れ
育

ち
、
台
湾

に
愛
着

を
持

つ
人

々

が

「台

湾

人

」

と
呼

ば

れ

る

よ
う

に
な

っ
て

い
る
。

こ

の
文

脈

で

は
、

「
台
湾

人

」

に

は
さ
ま
ざ

ま

な
民
族

に
属

す

る
人

々
が
含

ま

れ
、

言

わ
ば

国
民

と

し

て

の
意
味

を
含

み
こ
ん

で

い
る
。

そ

こ
で
、

一
九

四
五
年

以
前

に
大

陸

か
ら
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渡

っ
て
き

た
人

お
よ
び

そ

の
子

孫

で
あ

る

「漢

族
系

」

の
人

々

の
み
に
限

定

す
る
呼
称

が
必

要

で
あ

る
。

そ

こ
で
、
本
論

で
は
暫

定
的

に

「漢
族

系

ム
ヨ
　

台
湾

人
」

と

い
う
用

語

を

用

い
る

こ
と

に
す

る
。

「暫

定

的
」

と

い
う

限

定

が

つ
く

の

は
、

最
終

的

に

は

こ

れ
ら

の
人

々
が

「漢

族
系

」

と

い

い
う

る

の
か
ど

う

か
、

と

い
う

と

こ

ろ

す
ら

も

今

日

の
台

湾

で
は
流

動

的

に

な

っ
て

い
る
と
考

え

ら
れ

る

た

め

で
あ

る
。

台
湾
に
お
け
る
民
族
構
成

ま
ず
、
本

論

の
核

心

に
入

る
前

に
、
今

日

の
台
湾

に
お

け

る
民
族

が
ど

の
よ
う
な

歴
史
的

経
緯

の
中

で
定

義

さ

れ
、

そ

の
な

か

で

「漢
族

系
台

湾

人
」
が

ど

の
よ
う
な
位

置

づ

け

に
あ

る

の
か
を

ま
と

め

て
お
き

た

い
。

そ
も

そ
も
台
湾

に
居
住

す

る
人

々
に

つ
い
て

の
記
述

の
中

で
、
今

日

の

民
族

区
分

の
基

礎

と

な

っ
て

い
る

最

も
初

期

の
分

類
法

は
、
清

朝

期

の

「生
番
」

「熟
番

」
と

い
う
区
分

で
あ

る
。

こ
の
区
分

は
、
台

湾

を
統
治

し

た
清
朝
政

府

が
、
台

湾

に
古

く

か
ら

居
住

し

て
き
た

オ
ー

ス
ト

ロ
ネ

シ
ア

語
族
系
先

住

民

に
与

え

た
区

分

で
あ

り
、
前

者

を
台
湾

島
内

に
居
住

す

る

も

の
の
清

朝

の
統
治

下

に
な

い
先

住

民
、

後
者

を
清
朝

に
帰

順

し
、
清

の

統
治
を
受

け

入
れ

た
先
住

民

と

し
た

。
後
者

に
は
納
税

義
務

が

あ
り

、

そ

の
多

く
が
平

野
部

に
居
住

し
、
古

く

か

ら
漢

族

や

オ
ラ

ン
ダ

人

な
ど

と
接

触

し
て
き
た

。
特

に
漢
族

と

は
交

易

や
婚

姻
な

ど
を
通

じ

て

の
関
係

が
深

く
、

早
く

か
ら
文
化

的

に
も

漢
族

に
同
化

す

る
傾
向

が
あ

っ
た

。

さ
て
、

こ

の
区

分

は
日
本

統

治
時

代

も
基

本

的

に
踏

襲

さ
れ

、
前
者

が

「生
蕃

」
、
後
者

が

「熟
蕃

」

と
表

記

さ
れ

た
。

一
九

三
五
年

に
は
、
「蕃

」

と

い
う
蔑

称

を
変

え

て
、

前

者

を

「
高

砂
族

」
、

後
者

を

「平

哺

族

」

と

ムぐ
　

正
式

に
呼

ぶ

こ
と

に
な

っ
た
。

そ
し

て
、
台

湾
総

督
府

が
、
全

て
の
先
住

民

を
帰
順

さ

せ
た
後

も
、
両

者

の
区
分

は
、
文
化

的

な
漢

化

の
度

合

い
の

　
ら
　

区
分

と

し

て
生

き
続

け
た
。

中

華

民
国
期

に
な

っ
て
も
、

こ
の
区

分

は
基

本
的

に
は
維
持

さ

れ
た
。

国

民
党

政
府

は
、

「高

砂

族
」

を

「高

山

族

」

あ

る

い
は

「
山
地

同
胞

」

と

呼

び
、

「平

哺

族

」

と

の
区

分

を

維

持

し

た
。

し

か

し
、

「
平
哺

族

」

は
、
行

政
区
分

上

は
漢

族

の
方

に
組

み
入

れ

ら
れ

た
た

め
、
実

質
上

も
名

目

上

も

ほ
と

ん

ど
消

滅

し
た

に
等

し

い
状

態

に
な

っ
て
し

ま

っ
た

。
今

日

、
か

つ
て

「平
哺
族

」

に
分
類

さ

れ

て

い
た
民
族

の

一
部

が
、

一
九
九

ム　
　

四
年

に
憲

法

に
記
載

さ
れ

た

「原

住

民
」

と

い
う
分

類

に
該
当

す

る
も

の

と

し

て
新
た

に
民
族

認
定

を
受

け

る
よ

う

に
な

っ
て

い
る

が
、
そ

れ
を
構

成

す

る
具
体
的

な
個

々
人

は
、

か

つ
て

「高
砂

族

」

に
分
類

さ
れ

て
い
た

人

で
、

そ

の
中

か

ら
分
離

す

る

こ
と

が
認

め
ら
れ

た
人

々

で
あ

る
。

二
〇

〇

二
年

に
民

族

認

定

が

な

さ
れ

た

ク

バ
ラ

ン
を
例

に
と

れ

ば
、

か

つ
て

「平

哺

族

」

の

一
支

と

し

て
分
類

さ

れ

て

い
た

ク

バ

ラ

ン
と

い
う

民
族

名

が
認
定

さ
れ
、

も

と
も

と

「高

砂
族

」

だ

っ
た
先

住

民

で
あ
れ
ば

、

ク

バ

ラ

ン
に
帰
属

を
変
更

す

る

こ
と
が
可

能

に

な

っ
た
。

ク

バ
ラ

ン
に
帰
属

を

変

え

た

の
は
、
多

く

は
か

つ
て

ア
ミ
族

と

し

て
登

記

さ
れ

た
人

で
あ

る
。

し
か

し
、

平
地

の
漢

族

に
分
類

さ

れ

て

い
た

元

ク

バ

ラ

ン
の
人

は
、

「平

哺

族
」

で
あ

っ
た

が

ゆ
え

に
戦

後
漢

族

に
組

み
込
ま

れ
た

た

め
、
今

日

ク

　ア
　

バ

ラ

ン
と

は
認
定

さ

れ
な

い
と

い
う
ね

じ

れ
た

現
象

が
生

じ

て

い
る
。

一
方
、

「漢
族

系

台

湾
人

」

に

つ
い

て

の
呼

称

に

つ

い
て
は
、

日
本

統

治

時
代

以
外

に
は

こ
れ
を
呼

ぶ
呼

称

は

は

っ
き

り

し
な

い
。

そ
れ

は
、

あ

る
意
味

で
当

然

で
あ

る
。

な
ぜ

な
ら
、

清

朝

や
中
華

民

国
政
府

の
支

配
者

研 究 ノー ト 土 着化か、あるいは漢化か?223



層

は
、
台

湾

に

い

る

「漢
族

系
台

湾

人
」

の
人

々
を

同
種

の
人

間
と

考

え

た
た

め

で
あ

る
。

も

ち
ろ

ん
、

ど
ち

ら

の
時

代

に
お

い
て
も
、
官

吏

、
軍

人

な
ど
実

際

に
支

配
権

を
行

使

し
た

人

々

の
多

く
は

、
住

民
よ

り
後

か

ら

大

陸

よ
り
来

た
人

々
で
あ

っ
た

が
、

民
族
的

な
起

源

と
し

て

は
、

そ
れ

ら

の
人

々
も
、
彼

ら

よ

り
以
前

か

ら
生

活
し

て

い
た
人

々
も

同
じ

で
あ

る
と

考

え
ら

れ
た

た

め
、

わ
ざ

わ
ざ

「漢

族
系
」

の
人

々

を
指

す
呼

称
を

必
要

と

し
な

か

っ
た
も

の
と
思

わ

れ
る
。

た
だ

日
本
植

民
地

政
府

の
み

は
、
被

支
配

者

の
中

で
、

先
住

民

で
な

い
人

々
を
指

す
呼

称

を
必
要

と

し
た

。

こ

の
た

め
、

こ
の

よ
う

な
人

々

を

「本

島
人

」
と
称

し

た

の
で
あ

る
。

戦
後

は
、
台
湾

を

回
収

し

た
中
華

民

国
政

府
と

と
も

に
や

っ
て
き
た

主

に
漢

族

の
政

府
関

係
者

、

軍
関

係
者

と

「本

島
人

」

の
問

に
、
政
治

的

な
対

立

が

生

ま

れ
た

た

め
、

前

者

を

「外
省

人

」

(
台
湾

省

の
外

か

ら

や

っ
て
き

た

人

)
、
後
者

を

「本

省

人

」
と
呼

ぶ
呼

び
方

が
生

ま

れ
た
。

た

だ
し
、

「本

島

人

」

の
中

の
下
位

区

分

と
し

て

の
大
陸

の
出

身
地

に

基

づ
く
分

類
法

は
、
清

朝

時
代

か

ら
存
在

し
、

さ

ら
に
戦
後

も

用

い
ら

れ

た
。

そ

れ
は
、

例

え
ば

、

「閾

南
人

」

(福
建

省
出

身
者

)

と

「広

東

人
」

(あ

る

い
は
客
家

人

)

と
呼

ば

れ

る
分
類

で
あ

り
、

「
閾
南
人

」

は

さ
ら

に

そ

の
下
位

の
出

身
地

方

な

ど

に
基

づ
く
分

類

(例

え
ば

、
泉

州

人
、
潭

州

人
な

ど
)

も

あ

っ
た
。

こ
の
よ
う

な
分
類

を
、

台
湾

で

は

「民
系

」

と
呼

ん

で

い
る

が
、

清

朝
時

代

に

は
、

「
民
系

」

に

よ
る
対

立
関

係

が

見

ら

れ

た

こ
と
も

あ

り
、

ま
た

民

系

に

よ
る
文
化

の
差

異
も

見
ら

れ
た
。

今

日

で

も
、

「閲
南

人

」

と

「
客

家

人
」

で
は
、

言
語

や

風
俗

習
慣

に
差

異

が
見

ら
れ

る
。

■
一

民
族
の
境
界
の
揺
ら
ぎ

と

こ
ろ
が
、

実
際

の
民
族
分

類

は
、

以
上

の
よ
う

な

モ
デ

ル
ほ
ど

ク
リ

ア
に
は

い
か

な
か

っ
た
。

例

え
ば

、
台

湾

で
最
初

に
学

術
的

な
民

族
分

類

が
行

わ

れ
た

日
本
統

治
時

代

に
も

、
分

類

は
、

あ
く
ま

で
研

究
者

や
官

吏

な

ど

の
外
側

か
ら

な
さ

れ

た

た

め
、

「高

砂

族

」

を

い
く

つ
に
分
類

す

る

　
　
　

か

も
、
研
究

者

の
デ

ィ
シ
プ

リ

ン

の
違

い
な

ど

に
よ

っ
て
異

な

っ
た
。

ま

た
、

特
定

の
先

住
民

を

「高

砂

族

」

に
入
れ

る

か

「平
哺

族

」

に
入

れ
る

か

に

つ

い
て
も

、

か
な
り

恣
意

的

な
部
分

が

あ

っ
た

よ
う

で
あ

る
。
例

え

ば
、

サ

イ

シ
ャ

ッ
ト
族

は
、
最

終
的

に

「高

砂
族
」

に
分

類

さ
れ

た
も

の

の
、

当
初

は
、

漢
族

と

の
接

触

が

日
常
化

し

、
文
化

も
相

当
程

度
漢

化

し

て

い
た

た

め

に
、

「平

哺

族

」

に
分

類

す

る

べ
き

で
あ

る
と

い
う
意

見

も

出

さ

れ

て

い
た

[
宮
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瀬
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二
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し

か

し
、

「高
砂

族
」

に
入
れ

ら
れ

た
た

め

に
、

「漢

族
系

」

の
人

々
と

の
接
触

の
度

合

い
が
減

り
、
逆

に
固
有

の
文

化

が
保
存

さ

れ
る
、

と

い
う

現
象

も

見

ら
れ
た
。

「
平
哺

族
」

の
漢
化

が

、
漢

族

の
人

々
と

の
婚

姻

と
文

化
的

な

同

化

の

両
面

か

ら
進

ん

だ

こ
と
は

、

よ
く
知

ら

れ

て

い
る
。

台
湾

へ
渡

っ
た
漢
族

の
移

民

は
、
東
南

ア
ジ

ア

へ
の
移

民

と
同
様

、

そ

の
多

く

が
単

身

で

の
渡

海

で
あ

っ
た
た

め
、
渡

航
先

で
現
地

人

の
女
性

と
結

婚
す

る
ケ

ー

ス
が
多

ム　
　

か

っ
た
。

た
だ

し
、
婚

姻

と

一
口

に
言

っ
て

も
そ

の
様

態

は

二
種

類

あ

っ

た
。

一
つ
は

「平
哺

族

」
女

性

の
婚

入

で
あ
り

、
も

う

一
つ
は
、
男
性

が

「平
哺

族

」
女

性

の
家

に
婿

に

入

る
場
合

で
あ

る
。

周
知

の
通

り

、
漢

族

の
社
会

は
父
系
社

会

で
あ

る
た

め
、
系

譜

の
連
続

は
父
子

を
通

し

て
た

ど
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ら

れ
、

そ
れ

に
基

づ

い
て
、
位

牌

の
祭

祀
、

財
産

も
継

承

さ
れ

る
。

そ

の

た

め
、

極

言
す

れ
ば
、
婚

入

し

て
く

る
女
性

が

ど

の
よ
う

な
民
族

で
あ

ろ

う

と

も
、

子
孫

は
漢
族

の
家

や

リ

ネ

ー

ジ

の
構
成

員

と
な

る
し
、

ま
た
、

こ
れ

に
あ

わ

せ
て
婚
入

す
る
女

性

自

身

の
意

識

も
比
較

的
早

く
漢
化

さ
れ

ムリ
　

う

る
。

そ
し

て
も
ち

ろ
ん
、
漢

族

の
文
化

も

父
子

の
ラ
イ

ン
を
通

じ

て
継

承

さ

れ

る
。

よ

っ
て
、

こ

の
よ

う

な
形

態

に

お

い

て

は
、

婚

姻

に

よ

っ

て
、
結

果
的

に
は
漢
族

の
人

口
が

増

大

し
、

「平

哺

族

」

の
人

口

は
減

少

す

る
。

ま

た

、
文

化
的

に
も

継

承

さ

れ

る

の

は
漢

族

の
文
化

で
あ

り
、

「平

哺
族

」

の
そ
れ

で
は
な

い
。

後
者

の
場
合

に

は
、

男
性

は
女

性

の
所

属

す

る
社

会

や
家
族

の

一
員

に

な

る

こ
と

に
な
る
。
特

に
母
系

制

社

会

で
あ

れ
ば
、

男
性

が
女

性

の
属

す

る
社

会

や

家

族

に
文

化
的

に
も

取

り
込

ま

れ

て

い
く

度
合

い

は
高

く

な

る
。

し

か
し
、

他
方
、
漢

族

の
文
化

と

「平
哺

族
」

と

を
比

べ
た
場
合

に

は
、

ど

う
し

て
も

よ
り
高

度
な

文
化

を
持

つ
漢

族

の
文

化

に

「平
塙
族

」

の
文
化

は
飲

み
込
ま

れ
や
す

く
な

る

。

こ
う

し

て
、

後
者

の
場

合

で
も
、

実

際

に
は

、
漢

族
文
化

へ
の
同

化

が

促

進

さ
れ

、

「
平
哺

族

」

が
消

え

て

い
く

こ
と

に
な

る
。

「平

哺

族

」

の
漢
化

に

つ
い
て
研

究

を

行

っ
て
き

た
ブ

ラ
ウ

ン
に
よ
れ

ば

、

台
南

付

近

に
分
布

し

て

い
た

「平

哺
族

」

と
後

か

ら
入
植

し
た
漢

族

の
人

々

が
民
族

的

に
区

分
さ

れ
た

最
後

の
指

標

が
、

纏

足

で
あ

っ
た

と

い

う
。

こ

の
た

め
、
纏
足

が
台
湾

総
督

府

に
よ

っ
て
禁

止

さ
れ

た
後

は
、
両

者

を
区

分

す

る
指
標

が
な

く

な
り

、

「平
哺

族

」

は
漢

族

と

区
別

が

つ
か

ム
ロ
　

な

く

な

っ

て

し

ま

t̀
た

と

;

Ate
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こ

の

よ

う

な

、

「平

哺

族

」

の
漢

化

に

は

、

も

ち

ろ

ん

、

漢

族

か

ら

の

「中

華

思

想
」

に
基

づ
く
先

住

民
蔑

視

の
ま

な
ざ

し

が

あ

っ
た

こ
と
も
否

定

で
き

な

い
。

こ
の
た
め
、
先

住

民
自

身

が
、
自

ら

の
民
族
的

起

源
を

な

る

べ
く

覆

い
隠

そ
う

と
し
た

こ
と

も
重
要

な
要

因
だ

ろ

う
。

い
ず

れ

に
し

て
も
、

「平

埴

族

」

は
清
朝

以
降

の
歴

史

の
中

で
、
漢

族

移

民

と

の
接
触

を

経

て
、
婚

姻

に
よ

る

同
化

と

と

も

に
文

化

的

に

も

同
化

さ

れ
た

。
元

「平

哺

族

」

の
民

族
認

定

の
要
求

が
高

ま

る
よ

う

に
な

っ
た

一
九
九

〇
年

代

に
至

る

ま

で
、

台
湾

に
お

い
て

「平
哺

族
」

の
中

で
、
独
自

の
文

化

や

言
語

を

あ

る
程
度

ま

と
ま

っ
て
残

し
た

の
は
、

二
〇

〇

一
年

に
民
族

認
定

さ
れ
た

サ

オ
と
、

上
記

の
二
〇

〇

二
年

に
民
族

認
定

さ

れ
た

ク

バ
ラ

ン
と

な

ど
限

ら

れ
た
民

族

に
す
ぎ

な

い
。

三

漢
化
し
た
「平
哺
族
」
と
し
て
の
「漢
族
系
台
湾
人
」

以
上

を

ま
と

め
る

と
、
台
湾

に
は

二

つ
の
漢

化
過

程

が

あ

っ
た
と
言

え

る
。

つ
ま

り
、
漢

族
移

民
男
性

は
、

婚

入
し

て
き

た

「
平
哺

族
」

配
偶
者

を
漢

族

コ
ミ

ュ
ニ
テ

ィ
に
取

り
込

ん

で
、

漢
族

意
識

を

植

え

つ
け
た
。

他

方
、

も

と

も
と

「平
哺

族
」

だ

っ
た

コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ

は
、
婚

入

し

て
き
た

漢
族

男

性

お
よ
び

外

の
漢

族

コ
ミ

ュ

ニ
テ

ィ
と

の
接

触

を
通

し

て
文
化

的

ム
に
　

に
漢

化

さ

れ
た

の
で
、

民
族

と
し

て

は
ほ
ぼ
消

滅

し

て
し

ま

っ
た
。

と

こ
ろ

が
最
近

で
は
、

こ
う
し

た
考

え
方
全

体

を
否

定

す

る
新

し

い
見

方

が
登

場

し

て

い
る
。

つ
ま

り
、
漢

族

と
認
識

し
て

い
た

人

々
が
、
非

漢

族

で
あ

る

と
主
張

す

る
事
態

が
発

生
し

て
い
る

の
で
あ

る
。

そ
れ

は
、

台

湾

に

お
け

る
民
主

化

や
、
台
湾

を
中

国

と

は
異
な

る
独

自

の
国
家

で
あ

る

と

主
張

す

る

「台

湾

ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
」

と
深

く

関

わ

っ
て

い

る
。

「台

湾

ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
」

が
な

ぜ
、

ど

の
よ
う

に
発

生

し
た

の
か
は
本
稿

で
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は
紙
幅

の
関
係

で
論

じ
な

い
が

、
台

湾

を

「中

国

」

の

一
部

と
考

え

る
の

で

は
な
く
、

「中

国
」

と

は

異
な

る
台
湾

と

い
う
国

家

が
あ

り
、

台
湾

人

と

い
う
国
民

が
存

在

す

る
と
想

像
す

る
人

々
が
増

え

て
き

て
い
る
。

そ

し

て
、

「
台
湾
人

」

と

い
う

国

民

が
想

像

さ

れ
、

そ
れ

が
実

体
化

さ

れ

る

と

き

に
持
ち
出

さ

れ

て
き

た

シ

ン
ボ

ル

が
、

「平
哺

族

」

と
漢
族

移

民

と

の

混

血

が
行

わ
れ

た
と

い
う

「平

哺
族

」

の
血

統
を

重
視

す
る
と

い
う
考

え

方

と

、

日
本
統

治

を

受

け

た

と

い
う
経

験

で

あ

っ
た
。

後

者

に

つ

い
て

は
、

す

で
に
別

の
と

こ
ろ

で
論

じ

た

の

で

こ

こ
で
は
省

略

し

(
三

尾

二

〇

〇

五
を
参
照
)
、

以

下
前

者

に

つ
い
て
考

え

て
み
よ

う
。

前
者

の
主
張

は
、
簡

潔

に
ま
と

め
れ

ば
、

現
在

、
台
湾

に

お

い
て
漢
族

と

見

な
さ

れ

て
き
た

人

々

の
中

に
は
、

「平

埴

族
」

と

の
混
血

が
含

ま

れ

て

お
り
、

そ

れ

ゆ
え

に
大

陸

の
漢

族

と

は

異

な

る
、

と

い
う

論

理

で
あ

る
。

そ
れ
は
、
上

で
掲

げ

た
よ
う

な
、

婚

入
す

る
女
性

の
血
統

を
問

わ

な

い
と

い
う
考
え
方

や
、

婿

と

し

て
先

住

民
社

会

に
入

っ
て
い
く
男
性

を
漢

族

社
会

か
ら
切
り

離

す
と

い
う
伝

統

を
逆
転

さ

せ
、
先

住
民

と

の
混
血

が

あ

る
、

と

い
う

こ
と

に

よ

っ
て
、

生
物

的

に
も
文

化
的

に
も
大

陸

の
漢

人

と

は
異

な
る

「漢

族
系

台

湾

人
」

の
存

在

を
実
体

化

さ
せ
よ

う
と

す

る
試

み

で
も

あ
る
。
た

だ
、

こ

の
論
理

は
、

そ

も

そ
も
大
陸

に
お

い
て
す
ら

、

身

体
的

、
生
物
的

に
純

粋

な
漢
族

と

い
う

も

の
が

ほ
と
ん
ど
存

在

し
得

な

か

っ
た

だ
ろ
う
、

と

い
う

こ
と

に
よ

っ
て
容

易

に
反
論

さ
れ

る
危
険

性

が

あ

る
。

と

こ

ろ
が
、

「先

住

民

の
血

の
入

っ
た

漢

人
」

と

い
う
論

理

を

さ
ら

に

超

え
、
近
年

で
は
、
台

湾

で
漢
人

だ

と
思

わ

れ

て
き

た
人

々

の
多

く

は
、

漢

化
し

た

「平
哺
族

」

で

あ

る
、

と

い
う
議
論

が
沸

き
あ
が

っ
て

い
る
。

例
え
ば
、
台
湾
独
立
運
動
組
織
の
一
つ
で
あ
る

「台
湾
独
立
建
国
聯
盟
」

ハロ
　

と

い
う
組
織

の
ウ

ェ

ッ
ブ

サ

イ
ト

に
掲
載

さ
れ

た
記
事

の
中

か

ら
代
表

的

な
も

の
を

一
つ
紹

介

し

よ
う
。

そ

の
主

張

に
よ

れ
ば

、
台

湾

は
、

「高

山

族

」
、

「平
捕

族
」
、

「福
倦

人

」

(閾

南
人

)
、

「客

家
人

」
、

お
よ
び

「新

住

民
」

(
い
わ

ゆ

る
外

省

人
)

か

ら
な

り
、

そ
れ

ら

が
長

い
時

間

に
わ
た

っ

て
台
湾

に
お

い
て
共
存

し
、

運
命
共

同
体

と

な

り

「台

湾
民

族
」

を
形

成

し

て

い
る
と

い
う
。

ま

た
、

台

湾

の
人

口
構

成

は
、

単
身

で
大

陸

か

ら

渡

っ
た

「福

倦
人

」
、

「客

家

人
」

で
、

現
地

の
先

住

民
と
結

婚

し

て
生

れ

た
子

孫

が
全

人

口

の

一
六

・八

%
、

「高

山

族

」
、

「平
哺

族

」
、

お

よ
び

早

く

に
漢

化

し
た
先

住
民

が
台
湾

の
総

人

口

の
七
七

・
四
%
、
新

住

民

が
五

・

八
%

で
あ

る
と

い
う

(げ
層

ミ
妻

ミ
.w
u
fi
.o
rg
.tw
/d
b
sg
U
sh
o
w
m
sg
.p
h
p
?id

=
1
7
9
)
°

さ
ら

に
、

別

の
記
事

で
は
、
福
倦

人

や
客

家

人

の
多

く

は
、

「平

塙

族

」
が
漢

化

し
た
だ

け

で
、

た

と
え
中

国

か

ら

の
移

民

が
混
血

し

て

い

て
も

、
そ

の
移
民

の
数

は
、
割

合

と
し

て

は
決

し

て
大

き
く

な

い
、

と

い

う

(h
ttp
://w
w
w

°w
u
fi
.o
rg
.tw
/d
b
sg
U
m
a
i12
k
3
/m
0
3
0
3
2
7
.h
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)
°

こ

の

論

理

の
特
徴

は
、

現
在
台

湾

で
漢
族

に
見

え

る
人

々

の
多

く

は
、
遺

伝

的

に
大
陸

の
漢

族

と
同
じ

で

は
な

い
、

と
主

張

す

る
と

こ
ろ

に
あ
り

、

そ
れ

ゆ
え

に
、
大

陸

の
漢

族

と
同
根

で
は
な

い
た

め

に
、
中

国
大

陸
と
台

湾

が

不

可
分

な

一
体

を
な
す

と

は
考

え

ら
れ
ず

、

よ

っ
て
両
岸

を

統

一
す

る
必

要

は
な

い
、

と

い
う
展
開

に
な

る
。

上

記

の
数

字

は
、

こ
れ
ま

で
私

た
ち

が
慣

れ
親

し

ん

で
き

た
台
湾

の
人

口
統

計

の
数

字
と

は
大

き
く

異
な

っ
て
い

る
。

例

え
ば
、

現
在

の
台
湾

の

政

府

の
中

の

「内
政

部
」

で
出

さ

れ

て
い
る
人

口
統

計

に
よ

れ
ば

、

二
〇

〇
五
年

九

月

の
時
点

で
、

台
湾

の
総

人

口
は

二

二
七

四
万

四
八
三

〇
人

、
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う

ち
原

住

民

が

四
六

万

二
九

〇

六

人

と

な

っ
て

い

る

(ゲ
ξ

"＼〉
華

.ris.

αQ
°
v
tw
/
ch
4
/sta
tic
/st0
-
1
-9
4
0
9
.arls)
°

日
本

時

代

の
統

計

で

も
、

一
九

四

二
年

で

「
本
島

人
」

五

八

三
万
人

、

「高

砂
族

」

一
六
万

人
、

「内

地
人

」

(在

台

日
本

人

)

三

八
万

人
、

計

六

四
三
万

人

で
あ

る

[
若

林

・
劉

・
松

永

一
九
九

〇

]
。

ま

た
、

上

記

の
主

張

は

、
従
来

定

説

と
さ
れ

て
き
た
台

湾

の
歴

史

す
な

わ

ち
、
清

朝

期

に
お

け

る
漢

族

移
民

の
大

量
移

入

に
よ

っ
て
、
台

湾

の
人

口
が
爆

発
的

に
増

加

し

た
ー

と

も
ま

っ
た

く
異

な

っ
て

い
る
。

例

え
ば

、
戦

後

、
中
等

教

育

で
初

め

て
定

め
ら

れ
た
台

湾
史

の
テ
キ

ス
ト

で

あ

る

『認

識

台
湾

』
歴

史

篇

で
は
、

清
朝

期

に
な

る
と
、

閲
南

人

、
毒

人

(広

東

人
、

こ

こ
で

は

客

家

の

こ
と

)

が
陸

続

と

大

量

に
移

民

し

て
き

て
、

漢

人

の
開
墾

範

囲
が

不
断

に
拡

張

し
た
、

と
書

か

れ

て

い
る

[国

立

編

訳
館

主
編

一
九
九

六

二
二
三
]
。

ま

た
、
台

湾
史

の
研

究
者

と

し

て
著

名

な
周

椀
窃

に
よ
れ
ば

、

オ

ラ

ン
ダ

人

が

一
七

世
紀

中
葉

、

大
陸

か

ら

の

移

民
を

導

入
し

て
台
湾

開

発

を
行

っ
た
約

二
〇

年

の
間

に
、

台
湾

の
漢

族

の
人

口

は
約

一
二
万

人

と
な

り
、

そ

の
数

は
、

当
時

の
土
着

の
民

族

の
人

口
と

ほ
ぼ

同

じ
か
す

で
に
そ

れ
を
上

回

っ
て
い
た

と

い
う
。

ま
た

、

一
九

〇

六

年

の
日
本

に
よ

る
台

湾

領
有
初

期

に
は
、

「平
哺

族

」

を

含

ま

な

い

土

着

民
族

の
人

口
が

一
一
万

余
り

に
過
ぎ

な

か

っ
た

の
に
対

し
、

漢
族

の

人

口
が
約

二
九

〇
万

人
、

ま

た

一
九

三
六

年

の

「平

哺

族
」

の
人

口
は
約

五

万

八
〇

〇
〇

人
余

り

で
あ

っ
た
と

い
う

[周

一
九
九

八
]
。

も

ち

ろ
ん
、

こ
こ

で
筆

者

は
上
記

の
、

台
湾

の

マ
ジ

ョ
リ

テ
ィ
を
漢

化

し
た

「平

哺
族

」

で
あ

る
と
し
、
漢

族
移

民

の
数

を
少

な

く
見
積

も

る
歴

史

観

が
客

観

的

で
あ

る
か

ど

う

か
を
問

お
う

と

し

て

い
る

わ

け

で

は

な

い
。

ま

た
、

上
記

の
見
解

は
、
台

湾
独
立

を

目
標

に
掲
げ

る
団

体

に
属

す

る
人
々

に

よ

っ
て
唱
え

ら
れ

て
い

る
こ
と
か

ら
見

て
も
、

民
族

を
語

る

こ

と
に
よ

っ
て
そ
れ

を
政
治

的

な

ナ

シ

ョ
ナ
リ
ズ

ム
を
正
当

化

す

る
た

め

の

理
論

武
装

と

し

て
用

い
よ
う

と

し

て

い
る
と

い
う

こ
と

も
理
解

さ

れ

る
。

そ

し

て
、

そ

の
よ

う

な

見

解

が

現

在

台

湾

の
人

々

の

ど

の
く

ら

い

の

人

々
、

ど

の
よ

う
な
グ

ル
ー
プ

の
人

々
に

よ

っ
て
受

け

入

れ
ら
れ

て
い
る

の
か
、

と

い
う

こ
と

は
慎

重

に
吟
味

し

て
い
か
な

け
れ

ば

な
ら
な

い
。

し

か
し
、
本

稿

で
は
と

り
あ
え

ず

、
漢
族

と
思

わ
れ

て

い
た
人

々
を

も

は
や

遺
伝

的

に
漢

族
系

で
は
な

い
と

す

る

こ
と

で
、
両
岸

の
人

々
が
同

源

同
文

化

で
あ

り
不

可
分

の
関

係

に
あ

る
と

い
う
既

存

の
主
張

を
粉

砕

し
よ

う
と

し

て
い
る
人

々
が
出

現
し

つ

つ
あ

る

こ
と

を
指
摘

し

て

お
き
た

い
。

お
わ
り
に

現
在

の

「漢
族

系
台

湾

人
」

の
文
化

か

ら
、

は
た

し

て
彼

ら
が
も

と

も

と

「平

哺
族

」

で
あ

り
、
中

国

文
化

の
影
響

を
受

け

て

「漢
化

」

し
た
、

す
な

わ
ち

、
彼

ら

は
漢
族

を
演

ず

る

「平
哺

族

」

で
あ

る
、

と
推
論

で
き

る
確

た

る

根

拠

は
今

の

と

こ
ろ

な

い
。

た

だ
、

最

近

、

「
漢

族

系

台

湾

人
」

の
文

化

に
平
哺

族

の
文
化

要
素

が
影

響

し

て

い
る

こ
と

が
し
ば

し
ば

指
摘

さ
れ

る

よ
う

に
な

っ
て
き

て

い
る
。

例

え
ば
、

ビ

ン

ロ
ウ
を

か
む

習

慣

で
あ

る
と

か
、
台

湾
語

(閾

南

語
)

の
中

で
配
偶

者

を
あ

ら

わ
す

「牽

手
」

が

「平
哺

族
」

の
言

葉

に
由

来
す

る
、

と

い

っ
た

こ
と

で
あ
る
。

こ

の
こ
と

が

正

し

い
な

ら
ば

、

「漢
族

系

台
湾

人

」

の
文

化

の
中

に

「平

捕

族
」

の
文

化

の
影
響

が

あ

っ
た
、

と

い
う

こ
と

に

つ

い
て
は
主
張

し

う

る

で
あ

ろ

う
。

し
か

し
、

こ

の

よ

う
な

両
者

の
関

係

は
、

現
象

面

に
限

れ
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ば

、

現
段

階

で
は
、

「平
哺

族

」

が
漢

化

し

た
、

と

い
う
見

方

が

で
き

る

　ロ
　

と
同
時

に
、
漢

族

が

「平
哺

」
化

し

た
と

見

る

こ
と
も

で
き

る
。

も
ち

ろ

ん
、

「平
哺

族

」

の
漢
化

を
論

じ

る
人

々

は
、

そ

れ

以
外

に
も
血

液

遺
伝

学

等

に
よ

る
検

証
結

果
な

ど
を
持

ち
出

し

て
き

て

い
る

の
で
、
今
後

先
端

的

な
科

学

に

よ

っ
て
、

よ
り
客
観

的

な
論
拠

が
見

つ
か

る
可

能
性

も
あ

る

ム
ほ
　

か
も

し
れ

な

い
。

現

在

の

「漢

族

系

台

湾

人

」

の
血

の
中

に

「平

哺

族

」

の
そ

れ

が

混

じ

っ
て

い
る

こ
と
、

そ
し

て
文
化

に
も

「平
哺

族
」

の
そ
れ

が
残
存

し

て

い

る

こ
と
か

ら

、

「漢

族
系

台

湾

人
」

を

大
陸

の
漢

族

と
異

な

る

カ
テ

ゴ

リ
ー

の
民
族

と

み
な

し
、

ま
た

日
本
統

治

や
戦

後

の
国

民
党
統

治

な
ど

の

歴
史

的

経
験

と

い
う

点
か

ら
も

、
台
湾

が

大
陸

と

は
異

な

る
国
家

で
あ

る

べ
き

で
あ

る
、

と
す

る
議
論

は
、

今

日

の
台

湾

で
は

一
定

程
度

受

け
入

れ

ら

れ

て

い
る
。

し
か

し
、

以
上

で
述

べ
て
き
た

よ

う
な

さ
ら

に

ラ
デ

ィ
カ

ル
な

"
「漢

族

系

台
湾

人

」
H
漢
族

を

演

じ

る

「
平
哺

族

」
"
論

は
、

こ
れ

ま

で

の
台
湾
史

の
常
識

を
覆

す
議

論

で
あ

る
。

こ
の
議
論

が

、
台
湾

を
中

国
大

陸

と
民

族
的

に
分

か

ち
、

ひ

い

て
は
国
家

と

し

て
も
別

々

の
国
家

で

あ

る

こ
と
を
主

張

す

る

い

っ
そ

う
強

い
論
拠

と

し

て
主
張

さ

れ

て

い
る
こ

と

は
す

で

に
述

べ
た

と
お

り

で
あ

る
。

し

か

し

こ
の
議
論

に
は
、
血

統
的

に
先

住

民

の
血

統

が
と

り

わ

け

重
要

視

さ

れ

る
も

の

の
、

文

化

的

に

は

「漢

族
系

」

の
文
化

が
台

湾

の
人

々

の
文

化

の
核

心

で
あ

る
、

と

い
う
意

味

で
は

、
大
陸

に
お

け

る
少
数

民
族

の
漢
化

と

同

じ
プ

ロ
セ

ス
が
想

定

さ

れ

て

い
る

こ
と
、

ま

た
、

民
族

論
と

し

て
は

「中
華

民
族

多

元

一
体

格
局

論

」

と

の
類
似

性

が
見

ら

れ

る

こ
と

に

つ
い
て
は
、

注
意

し

て

お
か
な

け

れ
ば

な

ら
な

い
だ

ろ

う
。

現
在

の
台

湾

が
国

民
統

合
を
行

っ
て

い
く

に
あ

た

っ
て

は
、

多
数

派

の

「漢

族
系

台

湾
人

」
、

と

り
わ

け
閾

南
系

の
文

化

や
言

語

が
社
会

の
中

で
優

勢

に
な
ら
ざ

る
を

え
な

い
状
況

の
中

で
、
多

元
文

化

社
会

を
ど

の
よ
う

に

構

築

し

て

い
く

か
、

と

い
う

こ
と
が
課

題

に
な

っ
て

い
る
。
あ

ら

ゆ

る
民

族

の
文

化

が
平
等

に
遇

さ
れ
、
多

元
的

な
文

化

が
開
花

す

る
社

会

が
発
展

し

て

い
く

た
め

に

は
、

い
わ

ゆ
る

「大

中
華

主
義

」

的
な
文

化

観

を
克
服

し

て

い
か
な

け

れ
ば

な

ら

な

い
だ

ろ
う
。

そ

の
意

味

で
、

「漢

文

化

」

が

ど

の
よ
う

に
先
住

民

の
文

化
と

の
関
係

で
相

対
化

さ

れ

て

い
く

の
か
が
問

わ

れ

る
だ

ろ
う
。

そ

し

て
も

う

一
つ
最

近
無

視

し
得
な

い
要

素

と
し

て
、
台

湾

に
婚

入
し

て
く

る
東

南

ア
ジ

ア
や
中

国
か

ら

の
花
嫁

が
増

え

て
い
る
、

と

い
う

現
象

が

あ

る
。

横

田

に

よ
れ

ば
、

台

湾

で

は
現

在

新

婚

夫
婦

の
四
組

に

一
組

が
、

台
湾

の
男

性

と

台

湾

以
外

の
地

域

(中

国
大

陸

、

ベ
ト

ナ

ム
、

タ

イ

、

イ

ン
ド

ネ

シ

ア
な
ど

)
出
身

の
女
性

か

ら
な

る

カ

ッ
プ

ル
で
あ

る
と

い
う

[横

田

二
〇

〇

五
]
。

そ
し

て
、

こ
の
よ
う

な
女
性

た

ち

は
、
台

湾

で
生
き

て

い
く

に
あ

た

っ
て
、
さ

ま
ざ

ま
な
文

化

の
違

い
を
超

え

て
、

台

湾

の
文
化

に
適

応

す

る
努
力

が
求

め
ら

れ

て

い
る
。

ま

た
、

こ
の
よ

う
な

カ

ッ
プ

ル

の
子
ど

も
た

ち

に

つ
い
て
、
最

近
小

中
学

校

で
教
育

の
実
効

が

上

が
ら

な

い
、
と

い

っ
て
批
判

す

る
風
潮

が

あ

る
と

い
う
。

そ

し

て
、

学

校

の
教
師

や
他

の
生

徒

の
親

た
ち

が
、

こ

の
よ
う
な

子
ど

も

た
ち

の
問

題

を

母
親

の
問
題

と

み
な

し
、
特

に
東

南

ア
ジ

ア
出
身

の
女

性

に
中

国
文

化

を

教

え

て
も

身

に

つ
か

な

い
か

ら
、

子

ど

も

た

ち

の
学

習

障

害

が

お

き

る
、

と
批

判

す

る
風

潮

が
あ

る
と

い
う

[横

田

二
〇

〇
六

]
。

こ
う

し
た

視
線

の
あ
り

よ
う

は
、

か

つ
て

「漢
族

系

」

の
人

々
が
先

住
民

を

眼
差

し

22g



た
目
線
を
思
い
起
こ
さ
せ
な
い
だ
ろ
う
か
。
台
湾
の
多
元
文
化
社
会
を
構

築
し
て
い
く
に
は
、
台
湾
の
先
住
民
文
化
と

「漢
族
系
」
文
化
と
の
関
係

を
再
構
築
す
る
と
同
時
に
、
先
住
民
や
新
移
民
を
中
華
思
想
で
眼
差
す
視

線
か
ら
も
自
ら
を
解
放
し
て
い
け

る
か
ど
う
か
、
と
い
う
こ
と
も
重
大
な

課
題
で
あ
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

注〈
1
>

た
だ
し
所
属
す
る
国
家

の
相
異
に
よ

っ
て
生
活
環
境
や
教
育
が
異
な

る
な
ど
、
同
じ
民
族
と
は
言

っ
て
も
経
験

の
違

い
が
積

み
重
な
れ
ば
、
自

他
を
差
異
化

し
て
い
く
思
考

が
生

ま
れ

る
可
能
性

も
高

く
な
る
。
例

え

ば
、

モ
ン
ゴ

ル
族

に
つ
い
N
は
、
B
o
rch
igu
d
W
u
rli
g
1
9
96
を
参
照
。

〈
2
>

こ
の
よ
う
な
議
論

は
、
も
ち
ろ
ん
民
族
や
文
化
に
関
係
す
る
問
題
で

あ

る
が
、
そ

こ
に
は
台
湾

と
大

陸
と
の
政
治
的
な
関
係
が
分
か
ち
が
た
く

結
び

つ
い
て
お
り
、
き
わ
め
て
政
治
的

に
敏
感
な
イ
シ

ュ
ー

で
も
あ

る
。

〈
3
>

「漢
族
系
台
湾
人
」

は
、
本
文

で
後
述

す
る

「本
省
人
」
と
カ
テ
ゴ

リ
ー
と

し
て
は
近

い
。

し
か
し
、

「本
省

人
」
は

「外
省
人
」
と

の
対
比

で
使

わ
れ
る
た
め
政
治
的

な
意
味

が
強

い
の
で
、
本
稿

で
は
使
用
し
な

い
。

〈
4
>

「高
砂
族
」
の
分
類

は
研
究
者

に
よ

っ
て
さ
ま
ざ

ま
な
異
な

る
説
が

あ
る
が
、
昭
和
期
前
半

に
台
北

帝
国
大
学

の
移
川
子
之
蔵
、
宮
本
延
人
、

馬
淵
東

一
の
共
著

に

よ
る

『高

砂

族
系
統

所
属

の
研
究
』

(
一
九

三
五

年
)
に
お
い
て
九
族

に
分
類
さ
れ
た
。
そ
れ
ら
は
、

ア
ミ
、
サ
イ
シ
ャ

ッ

ト
、
タ
イ
ヤ
ル
、

ツ
ォ
ウ
、
パ
イ

ワ
ン
、
ブ

ヌ
ン
、
プ

ユ
マ
、

ル
カ
イ
、

ヤ

ミ
で
、
戦
後

の
中
華
民
国
政
府

の
先
住

民
行
政

に
お

い
て
も

こ
の
分
類

が
長
く
使
わ
れ
た
。
平
哺
族

に

つ
い
て
も
、
言
語
学
者
、
人
類
学
者
等

に

よ

っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
下
位
分
類

が
な
さ
れ
て

い
る
。
先
住

民
の
分
類

や
研

究
史
に

つ
い
て
は
、
[
日
本
順
益
台
湾
原
住

民
研
究
会
編

二
〇
〇

一
]
を

参
照
さ
れ
た

い
。

〈
5
>

日
本
時
代

に
は
、

「漢
化
」

の
度
合

い
を

「文
明
化
」

に
読

み
替
え

て
日
本

に
よ

る
支
配
を
正
当
化

し
よ
う
と
し
た
、
と

の
議
論

も
あ
る
が

[坂
野

二
〇
〇
五
]
、
こ
こ
で
は

こ
の
議
論

に
は
立

ち
入
ら
な

い
。

〈
6
>

現
在
憲

法
で
公
認
さ
れ

て
い
る
先
住
民

の
総
称
。
集
団
と
し
て
の
先

住

民
族

に

つ
い
て
は
、
「
原
住

民
族

」
と

い
う
。
下
位

区
分

と
し
て
は
、

二
〇
〇
六
年
五
月
現
在
、
ア
ミ
、
ク
バ
ラ
ン
、
サ
イ

シ
ャ

ッ
ト
、
サ
オ
、

タ
イ
ヤ
ル
、
タ

ロ
コ
、

ツ
ォ
ウ
、
パ
イ
ワ
ン
、
ブ

ヌ
ン
、
プ

ユ
マ
、
ル
カ

イ
、

ヤ
ミ

(タ
オ
)

の

一
二
民
族
が
認
め
ら
れ

て
い
る
。

〈
7
>

日
本
時
代
、
戸
口
調
査
簿

の
種
族
欄

に

「平
」
あ
る

い
は

「熟

」
と

記
載

さ
れ
た
人
々
は

「平
哺
族
」

で
あ
り
、

こ
れ
ら

の
人
々
は
戦
後
漢
族

扱

い
を
受
け
た
。
戦
後
先
住
民
身
分
を
持

た
ず

に
来
た
人

の
民
族
認
定

の

問
題

に

つ
い
て
は
、
[
林

二
〇
〇
三
]
参
照
。

〈
8
>

当
時

の
先
住
民
自
身
に
は
も
ち
ろ
ん

「
民
族
」
と

い
う
概
念

が
あ

っ

た
わ
け
で
は
な

い
。
さ
ま
ざ

ま
な
調
査
報
告
書

に
見

る
先
住
民

(台
湾
原

住
民
)

の
分
類

の
異
同

に
つ
い
て
は
、
[陳

一
九
九
八
]
を
参
照

さ
れ
た

い
。

〈
9
>

単
身

で
移
民
す
る
男
性

の
こ
と
は

「羅
漢
脚
」
と
呼
ば
れ
た
。
ま
た

父
方
祖
先

は
中
国
か
ら
来

た
が
母
方

が
先
住

民
で
あ

っ
た
こ
と
は
、

「有

唐
山
公
、
没
唐
山
嬬
」
と
呼
び
慣

わ
さ
れ
た
。

〈
10
>

こ
の
よ
う
な
個
人

の
婚
姻
に
よ
る
漢
族

へ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の

変
化

を
、
ブ

ラ
ウ

ン
は
、
。。
ぎ
弓

"
。
三
〇
崔
自
二
q
O
7
彗
αQ
6
と
呼

ん

で
い

る

[
B
ro
w
n
2
00
4
]
°

〈
11
>

ブ
ラ
ウ

ン
は
主
に
文
化
的
な
漢
化

に
よ
る

「平
哺
族
」

の

コ
ミ

ュ
ニ

テ

ィ
全

体

の

ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ

の
変

化

を
、
L
o
n
g
-R
o
u
te
Id
en
tity

C
h
a
n
ge
と
呼
ん
で
い
る

[学
§

N
8
占
。

〈
12
>

も

ち
ろ
ん
、
先
住

民
1

と
く

に
平
地

に
居
住

し

て
い
た
先
住

民

1

は
、

こ
の
ほ
か
、
交
易
や
、
武
力
闘
争
、
土
地

の
収
奪

な
ど
さ
ま
ざ

ま
な
理
由

で
、
漢
族

に
同
化

さ
れ

て
い
っ
た
。

研 究 ノー ト 土着化 か、あるいは漢化か?229



〈
13
>

一
九
七
〇
年
に
ア
メ
リ
カ
、
日
本

、
カ
ナ
ダ
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
な
ど

で

活
動
し
て
い
た
亡
命
台
湾
人

に
よ
る
台
湾
独
立
運
動
組
織
と
台
湾
島
内

で

活
動

し
て
い
た
組
織

が
団
結

し

て
結
成

し
た
組
織

(当
初

の
名
称
は
、

「台
湾
独
立
聯

盟
」)
。
基
本
的

に
は
言
論

活
動

を
中
心
と
し
た
平
和
的
な

運
動
を
展
開
し
て
い
る
。

〈
14
>

「漢
族
系
台
湾
人

」
が
土
着
化

し
た
漢
人

と
い
う
役
割
を
演
じ
る
漢

化
し
た

「平
哺
族
」

で
あ
る
と

い
う

こ
と
に
つ
い
て
の
議
論

は
、

こ
の
ほ

か

[施

二
〇
〇
四
、
黄

一
九
九
八
]
な
ど
も
参
照
。
黄
昭
堂

は
、

一
九

三
二
年
台
湾
生

ま
れ
で
、
現
在
、
台
湾
独
立
建
国
聯
盟
主
席
。
昭
和
大
学

名
誉
教
授
。

〈
15
>

自
然
科
学
的
な
検
証

お
よ
び
混
血

と
文
化

の
複
雑
な
組
合

せ
が
生
み

だ
す

エ
ス

ニ
ッ
ク
ア
イ
デ

ン
テ

ィ
テ

ィ
の
可
能
性

に

つ
い
て
は

[
施

二

〇
〇
四
]
を
参
照
。
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陳
文
玲

一
九

九
八

「
「サ
イ

シ
ャ

ッ
ト
」

の
民
族
名
称
に
関
す

る

一
考

察
」
『台
湾
原
住
民
研
究
』
三

二

七
八
-

一
九
六
。

国
立
編
訳
館
主
編

一
九
九
六

『
国
民
中

学

認
識
台
湾
』
歴
史
篇

、
台

北

"
国
立
編
訳
館
。

黄
昭
堂

一
九
九
八

『黄

昭
堂
独
立
文
集
』
台
北

"
前
衛
出
版
社
。

林
修
撤

二
〇
〇
三

『鳴

瑠
蘭
族
的
人

口
与
分
布
』
台
北

"
行
政
院
原
住

民
族
委
員
会
。

三
尾
裕
子

二
〇
〇
五

「普
段
着

の
台
湾

ナ
シ

ョ
ナ
リ
ズ
ム
」
『
ア
ジ
ア
遊

学
』
八

一
"
四
八
-
五
八
。

宮
本

延
人

・
瀬

川
孝
吉

・
馬

淵
東

一

一
九

八
七

『
台
湾

の
民
族

と
文

化
』
東
京

"
六
興
出
版
。

毛
里
和
子

一
九
九

八

『周
縁

か
ら
の
中

国
-

民
族
問
題
と
国
家
』
東

京

"
東
京
大
学
出
版
会
。

日
本
順
益
台
湾
原
住

民
研
究
会
編

二
〇
〇

一

『台
湾
原
住
民
研
究
概
覧

-

日
本
か
ら
の
視
点
』
東
京

"
風
響
社
。

坂
野
徹

二
〇
〇
五

『
帝
国
日
本
と
人
類

学
者
-

一
八
八
四

-

一
九
五

二
年
』
東
京

"
勤
草
書
房
。

施
正
鋒

(森
田
健
嗣
訳

)

二
〇
〇

四

「台
湾
平
哺

族

の
ア
イ
デ

ン
テ
ィ

テ

ィ
」
山
本
春
樹
/
黄
智
慧
/

パ
ス
ヤ
・ポ

イ
ツ
ォ
ヌ
/
下
村
作

次
郎
編

『
台
湾
原
住
民
族

の
現
在
』
東
京

"
草
風
館
、
八
七

-
九
九
頁
。

周
碗
窃

一
九
九

八

『
台

湾
歴
史

図
説
-

史

前
至

一
九

四
五
年
』

台

北

"
聯
経
出
版
事
業
公
司
。

若
林
正
丈

・
劉
進
慶

・
松
永
正
義
編

一
九
九
〇

『
台
湾
百
科
』
東
京

"

大
修
館
書
店
。

横
田
祥
子

二
〇
〇
五

「東
南
ア
ジ
ア
移
民
女
性
の
産
褥
実
践
-

台
湾

中
部
台
中
県
東
勢
鎮

の
事
例
か
ら
」
『
民
俗
文
化
研
究

』
六

"
二
三
八
ー

二
四
八
。

横
田
祥
子

二
〇
〇
六

「〈文
化
中
国
〉
意
識
と
多
文
化
主
義

の
せ
め
ぎ

あ

い
1

台
湾

・
東
南

ア
ジ
ア
系
移

民
受
容

の
対
応

か
ら
」

『第
八
回
台
湾

学
会
発
表
論
文
集
』
日
本
台
湾
学
会
。

230


