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Swidden Cultivation and Agricultural Rituals 

          in a Rukai Village

Komei SASAKI and Yasuhisa  FUKANO

   This survey was carried out at Kinuran, a Rukai village in 

Formosa, in 1972. There is no rice paddy in this village. Their subsistence 

economy is based on swidden agriculture.  

(  1  ) There are three types of swidden  fields: i)  taro field, ii) 
millet field, iii) groundnut field. In the field of the first type, taro 

(Colocasia sp.) is planted as a main crop for the first year. After the 

harvest of taro, sweet potatoes (Ipomoea batatas), foxtail millet (Setaria 

italica) and sweet potatoes are continuously planted for four or five 

years, and then the field is left fallow for ten years or more. In the 

millet field, foxtail millet is sown mixed with small amount of maize 

(Zea mays), Chenopodium sp., Sorghum sp., Cajanus cayan and Vigna 

sinensis for the first year, and sweet potatoes are planted for the second 

year in the same field. The swidden field of this type is usually used 
only two or three years and left fallow for several years. The third 

type or groundnut field which was introduced after the World War, 

is always small in size. Groundnut and sweet potatoes are planted for 

the first and the second years and some beans are added to them. 

   Sweet potatoes are thus the major product of the swidden fields in 

the Kinuran village. Foxtail millet and taros follow the sweet potatoes. 

Today millets other than foxtail millets are rarely cultivated. It can be 

said that a large amount of Eleusine coracana and Holcus Sorghum were
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cultivated  formerly. 

   The taro field is cleared from October to November, then burned, 

planted from December to January, weeded several times, and harvested 
from December to January of the next year. In this area, taros are 

dried on a special stone oven, and stored. The millet field is cleared, 

burned from November to December, sowed in March, weeded a few 

times, and harvested at the end of July. The harvesting of foxtail 

millet with sickle here being taboo, they pluck the ears by hand. The 

traditional tools of cultivation used in swidden fields are long and short 

digging sticks. The hoe is not traditional. Besides Eleusine coracana 

millets of glutinous species dominate all millets. Glutinous  foxtail millet, 

which is used to make ritual food and beer, is regarded as the most 

important crop in this society. 

   ( 2 ) There are various rituals and taboos at each stage of the Rukai 
swidden  cultivation. Most of these are disappearing. We tried to recon-

struct as many as possible. On the day of forest cutting, men from each 

family assemble in the field of the village headman, and cut a portion 

of it. Later, each family begins cutting forest. There might be a ritual 

hunting before the group cutting. 

   Next, on the occasion of sowing, there is a ritual in the corner of 

the field, consisting of imitating the process from sowing to harvesting. 

On the occasion of harvesting, there is a thanksgiving ritual in each field 

before the harvesting is  begun. There are complicated rituals concerning 

taro  cultivation. There were harvesting rituals involved in the cultivation 

of Eleusine coracana, which we are not able to discuss it in detail. In 

this area, agricultural rituals are focused on the cultivation of  foxtail 

millets. 

   The biggest ritual can be observed on the occasion of the harvest 

festival. This ritual continues for more than twenty days. It is combined 
with various elements such as year-end and ancestral rites . 

   This festival has now lost its old components. In this survey we were 

not able to obtain extensive data.
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 は  じ め に

 この調査報告は,佐 々木高明 ・深野康久および松山利夫(石 川県立白山自然保護セン

ター)の3名 が,1972年7月 下旬か ら9月 上旬に亘って,台 湾南部山地 に 居住する

Rukai族 の1村 落(屏 東県霧台郷去露Kinuran村)に 定着し,焼 畑農業経営技術とそ

れに付随する儀礼と禁忌などについて,共 同調査 をおこなった際の調査の記録を整理

したものである。

 台湾山地の焼畑農業については,従 来 いくつかの報告がある。しか し,一 つの村落

をとりあげ,焼 畑の経営技術や儀礼についてくわしく報告 した ものは必ず しも多くは

ない。ことに台湾山地北部に居住するAtayal族 や中部に分布するBunun族 が,オ

カボやアワを主作物 とする雑穀栽培に傾斜した焼畑を営むのに対し,Rukai族 はその
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付近に居住するPaiwan族 とともに,雑 穀栽培 とともにイモ栽培のウェイトの高い特

色ある焼畑を営んでいる。またこの両族においては頭 目とよばれる一種の首長が村落

を支配 し,或 る種の成層社会を構成することが報告 されてきた。

 イモ栽培を中心 とす る焼畑の経営が具体的にどのような特徴を もつ ものであ り,そ

れがその社会の特色 とどのようにかかわり合 うのか。 筆者 らがRukai族 の村落を調

査の対象 として選んだのは,こ うした点についてのデ0タ を得てみたいと考 えたから

である。しかし,種 々の事情で今回の調査では,焼 畑農業技術の解明に必要な資料の

収集はおこない得たが,社 会構造との関連の問題については充分なデータを得るに至

らなかった。したがって,本 報告では,焼 畑農耕技術とそれに付随する儀礼や禁忌の

具体的な記載 とそれについての若千の考察に限 られる。頭 目制をめぐる問題など,彼

らの社会構造に関する問題の考察は,他 日の調査 と研究にゆずることにしたい。

 なお,本 報告は深野が第1次 草稿をつくり,そ れをもとに佐々木が全面にわたって

加筆 ・補訂 し,原 稿を完成 したものである。共同調査者3名 の うち,佐 々木 と深野両

名の共著論文の形 をとって発表しているのは,こ のためである。

1.地 域 概 観

  1.自     然

 今回,調 査の対象 とした去露Kinuran村 は,台 湾南部の屏東県の東北部,中 央山

脈の背梁部にほど近い急峻な山地斜面に立地する1村 落である。

 その位置は,台 湾南部における最大の河川 である高屏漢(戦 前には下淡水漢と呼ばれ

ていた)へ,東 か ら注 ぐ支流の一つ隆寮漢の上流部に当る。 この隆寮漢は図1に 示し

たように,谷 口の部分に当る水門(三 地門)を 境に,そ の上流は中央山脈の急峻な山

岳地帯に入 り,隆 寮北漢 ・隙寮南漢の2支 流に分かれて,そ れぞれ粘板岩質の山地を

侵蝕 して典型的なV字 谷を形成している。この2支 流の上流部に,調 査地Kinuran村

を含む6力 村が位置 し,行 政的に霧台Budai郷 を形成している1)。

1) これ らの村む らの うち,Kinuran村 の西約2㎞ に位置する霧台Budai村(高 度約800m)

 には,現 在,郷 公所(郷 役所)・ 衛生所 ・警察署 ・郵便局 ・申学校などが あり,こ の地域 の ロー
 カルセンター となってい る。
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図1地 域 概 観

表1Budai郷 の 戸i数 と人 口

村 名 戸(講
男人 妻(人)計

i霧 台Budai2106775841261

好 茶KochaponganU4303272575

阿 礼Ade154184152336

去 露Kinuran279770167

大 武Raibwan79275218493

佳 暮Kanamodi54193167360
II

計543 .172914633192

(1971年 末,霧 台衛生所統計)
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