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法 ， 穿孔技 法 の 発展 に よ っ て特徴 づ け られ る文化相 を想定 し た 。 こ れ らの 技法 は 有段石斧を 生 み
， 硬

玉 な い し 軟玉 製の 利器 や 装 身具 を 発達 さ せ た 。
ル ソ ン 島中央部 パ タ ン ガ ス 地域出土 の 硬玉な い し軟玉

製 の 有孔斧 ， 腕輪 ， 映 状石輪 ， 錐 ， 鑿な どは後期新石器文化 の 特徴的 な 遺物 で あ る 。
ま た こ の 時期 に

イ ン ド シ ナ 半島方面 の 青錫器 文化が ル ソ ン 島 に 波及 して い た こ とを，バ タ ン ガ ス 地域 出土 の 青銅 製袋

状斧及 び槍先 な どを例示 し て 言及 して い る 。

　
一

方 ， フ ィ リ ピ ン の 新石器時代 に は 土器 は登場 してい ない と し，上器の 製法 は 鉄器時代 に 南方よ り移

住 し て きた マ レ ー
系 の 人 達 に よ っ て 鉄器 の 精錬 と鍜 治 の 技術 ， 紡織 の技術 ，

ガ ラ ス の 加工 技術 な ど と

共に 伝 え られ ，新 文化即 ち鉄器時代の 文化 が 形 成 され た と想定 し た。

　 さて 1950 年以後 Beyer の 研究成果 を受け 継 い だ 多くの 研究者達，例 えば，　 W 。G ．Solheim 　K ，

R 。B 。Fox ，　 A ．E 。Evangelista らは Beyer 説 を 検討 す べ く調 査i活動 を 開始 し Beyer の 編年体系

対 して よ り科学的な 裏付 け もな さ れ た 反 面 ， 新た な 見解 も提 示 され る よ うに な っ た 。 特 に パ ラ ワ ン 島

に お け る タ ボ ン 洞穴群 の 組織 的 な 発掘調査は こ の 地域 に お け る 先史時代文化 の 流 れ に 闕 して 有力 な る

資料 を提供 した。特に甕棺複合 に 関連す る遺物 の 出土状況 は 新石器時代 か ら鉄器 時代 に 至る流 れ の
一

面 を明 らか に し て い る。タ ポ ン 洞穴群遺跡 の 諷査者 で あ る Fox は 新石器時代 を二 期 に 区 分 し，土器 の

登場 を以 て 後期新石 器時代 と し ， 金属器 時代 を初期 と発展 期 に 分 け ， 鉄器 文化 の 時代を 発 展期 の 金属

器時代 と し，青銅器 が 製作使用 き れ た 時期 を初期金 属器時代 と 想定 し た 。

　今回 は タ ボ ン 洞穴群遣跡 の甕棺複合 icge連す る遺物を 具体的 に 紹介 し， こ の 地域 に お け る 葺銅器 の

出現 前後 の
一様相 を 検討 し て み た い 。

問　 題 　 提　 起

ξ

永　 積 昭

　太年大会に は ，恒例 の シ ン ポ ジ ウ ム の テ
ー

マ と し て ， 昨年 の 「植民地 支配 と東 南ア ジ ァ の 経済的 社

会的変容 （19 世 紀 を中心 と し て ） 」に 続 く時代 を予定 し，最初 は 「前 期民族主義 」とい うテ
ー

マ が

話題 に 上 っ て い た。しか し ， 丁度適当な 発表者達 が 日本 を離 れ て い る等 の 理由 で ， こ の テ
ー

マ は後 日

に 譲る こ と とな り 。 結局 プ ロ グ ラ ム に あ る通 り， 「民族国家形 成期の 東南 ア ジ ア と そ の 植民地化 1 と

い う こ と に 泱定 し た の で あ る 。 時代と し て は昨年度に 続 く 19 − 20 世紀 の 変り目を一応の 目安 と した

が ，必ず し もそれ に こ だ わ らず， 1703 年か ら 1912 年 ま で を カ バ ー
す る 6 氏 の 多 彩 な 発 表 を期 待

で きる こ ととな っ た 。

　 1730 年 に ビ ル マ に 建 設 さ れ た コ ン バ ウ ン 朝は当畴の 東南 ア ジ ァ に お い て ，現在 の 民族国家 と ほ ぼ

同 じ 領域 を支配す る 唯
一

の 国家 で あ っ た 様 に 見 え る。ヴ ェ ト ナ ム 黎朝 ，タ イ の ア ユ タ ヤ 朝 は 分裂 ま た

は 衰 退 し ， 島嶼部 や ヤ マ ラ イ 半島IC｛a ブ ギ 族 の 移 動が 激 し く ， ジ ャ ワ に は オ ラ ン ダ の ，ル ソ ン に は ス

ペ イ ン の 侵略 が 進 ん で い た 。 1782 年 の チ ャ ク リ朝 ， 1802 年の 阮朝成 立 に よ っ て ，
の ち の ヨ ー

ロ

ッ
パ 列強 の イ ン パ ク トを受 け る大陸部 の 国家統

一
は
一

段 落 した わ け で あ る。 そ して 全報告 の
．
ド限 で あ

る 1912 年 に は ， タ イ を 除 く東南 ア ジ ァ 全土 は 欧米 の 槙民地 と な り終 っ て い る こ と を思 え ぱ ， その 変

容 が い か に 急速 で あ っ た か が わ か る 。

　従 っ て こ の 過程 は重な りつ つ 同時進行す る二 つ の テ
ー

マ か ら成る。東南 ア ジ ア の 権力者は 領土 を支

配 せ ず ， 人民 を支配 し て お り， こ れ が 欧米列強 の 領土蚕 食 を容易 に す ると共 に ， 地方 の また は 異分子

の ，中央政府 に 対す る抵 抗 を招 い た 。こ の 様 な 抵抗 運 動 の 主体 は ，世俗権力 lc対す る宗教 指導者 （ア

チ ェ の 場 合） ，慣習法首 長 （西 ス マ ト ラ の 場合 ） ， 村 落内統治機構 た る文紳層 （ヴ ェ ト ナ ム の 場合）

な ど ， 状況 に 応 じ て 多様 な 変化 を 見 せ る の で あ る 。

　　　　　ア ラ ウ ン パ ヤ ー と そ の 競争 者た ち

鈴　 木　 中　 正

私 は 清緬 戦争 に 関す る研究 を進 め る 過程 で 清側史料 の 申 に コ ン バ ウ ン 朝成 立期の 事情に 関す る重 要
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な 記 述 の 存す る こ と を 発見 し た 。 その 主な もの は 礼親王 昭健 の嘯亭雑録 （巻 4 ） 「緬甸帰誠本末 」，

漫繋 （巻 8 ／ 7 ）所収 「自古外紀 」で あ る 。 こ れ らは 史料 と して 高 い 可信 性を もっ が 文面に 現 わ れ る

人 名 や 地 名 を ビ ル マ 側 史料 と対比 し て 考 証 し な け れ ば な らな い
。 そ う し た操作 を へ た結果明 らか に き

れ る所 に よ る と ・
コ ン バ ウ ン 朝 成立 の 事情は 従来 説か れ た所 と は 可 な り異 っ た もの とな る 。

　後期 ト ン グ ー王 朝の 末期 に 諸矛 盾 が深刻化 し ア ワ 政権の 衰微す る 中 で ， 1730 年 代 か ら マ ニ プ ル 人

の ア ワ 地 区 へ の 侵寇が 激化 し， 1740 年下 ビ ル マ の ペ グー
に 反乱 が 起 り， 同じ年上 ビ ル マ の マ ン ダ レ

ー県 の マ ダ ヤ 地 区 に も反乱 が 起 り， 南北 か ら ア ワ 政権 を挾 撃 し，
ペ グーか らの 進攻軍 が 1752 年 ア ワ

を占領 し て トン グ ー
朝 を倒 した 。 こ S で ア ワ 西北方 の シ ュ エ ボ 村 を基地 と す る ア ラ ゥ ン パ ヤ

ー
の ビル

マ 汰 勢力 が 登場 し ， 1753 年末 ア ワ か らペ グ ー軍 を駆 逐 し新政権 を樹立す る 。

　と こ ろ で ペ グ ー
とマ ダ ヤ の 反乱勢力 の 実体 を み る と，前者 は 宗教 反乱 で

， トン グ ー
王 朝の 王 族の 一

人 を指溝者と し た が ， そ の 支持者 の 中核 をな し た の は ペ グ ー附近 に 定住 し主 に 農業 に 従事 し k 華僑で

あ り （モ ン 人 の
一

部 も反乱 に 加わ っ た で あ ろ うが ），後者 の 指導者 は 明 末桂王 （永暦帝） に 従 っ て ビ

ル マ に 亡 命 し k 明人の 子孫宮裡雁 で ， その 支持 者 は一一ZZの モ ン 人 の 外 ， こ の 地方 に 定住 し た 亡 命中国

人 の 子孫 及 び シ ャ ン の セ ン ウ イ 邦 の 銀 山波竜廠 の 申 国人 労 働 者 で あ っ た 。

　清中期の 平和 な時代 に ビ ル マ に 移 住 した多数の 華僑は 商業 〔主 に 棉花 買付け）や鉱山 の 採掘 に 従事

した が ，比較的 に 強い 結束力を も っ た らし い か らア ラ ウ ン パ ヤ
ー

に 対 して 恐 る べ き脅威を与 えた が ，

新興 ビ ル マ 人 の 凄じい 精力に は抗 し え なか っ た し， 清朝政権 は 国 外華僑の 政治運動 に対 し て は 全 く無

関心 ， 拒否 的 で あ っ た 。
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第
一

次英 緬 戦 争 （雪824 − 26 ）の 原 因 を め ぐ っ て

　　
一

ビ ル マ 植 民 地 化の
一

過 程
一

渡　 辺　佳　成

　 18 世紀末 か ら 19 世紀 前半に か け て 膨張 し つ つ あ っ た コ ン パ ウ ン 朝は ， 1785 年に は ア ラ カ ン を ，

1819 年 に は マ ニ プ ー
ル を， 1821 年 に は ア ッ サ ム を そ れ ぞれ 征服 し，周辺 の 国 冢 （土 侯国） を次

次 と そ の 支配下 に 収 め て い っ た 。 こ れ を コ ン バ ウ ン 朝初期の対外戦争 と比 べ て み る と，

一
っ の 大 きな

違 い が そ こ に 存在す る こ とが わ か る 。 す な わ ち，初期 に お い て は ， 征服 し て も金銀財宝 を奪 っ て 帰 る

とい う一時支配的な略奪戦争 で あ っ た の に 対 して ， こ の 時期 に な る と ， 軍隊 を その ま ま駐 屯 させ ， さ

らに 地方官 を派遺 して 統治さ せ る と い う永久支配 を 意図 す る もの に 変化 し て い っ た 。 し か し な が ら，

こ うした 政策は ，ビ ル マ 族に よ る支配 に対す る それ ぞれ の 少数民族 の 抵抗 ，と りわ け ， その 支配 に っ

て 自 らの 地位 ・権益を奪 わ れ た 各土侯 層 ・部族 長 の 抵 抗 と 直 面 す る こ と に な る 。

　こ う した 土侯層 が 抵抗 の 根拠地 を隣 接す る英 領 イ ン ドに 麗き ， さ らに は ベ ン ガ ル 評議会 の 援助 を求

め る こ と に よ っ て ， イ ギ リス ＝ビル マ の 関係 は 尖鋭 化 して い く の で あ っ た 。
ベ ル ガ ン 評 議会 は ， 当初

に お い て は 関係修復に努め る が ， 1820 年代以降 ， イ ン ド ・ヨ
ー

ロ ッ
パ の 状勢の変化の 中で ，ビ ル マ

勢 力 の 伸長 に 脅威 を感 じ る と 同時に ， こ れ を柬方進 出 の 絶 好 の 好機 として と らえ ， 戦争へ と突 入 し て

い くの で あ っ た 。

　本報告 で は ，以上 の よ うな 経過 を 英文史料 を 主 と し て 辿 りな が ら，
コ ン パ ウ ン 王朝 の 勢力伸長 とそ

れ に 対 す る各少数民族の 抵抗 が 如何 なる もの で あ っ た の か 、こ うし た 状 況 に ベ ン ガ ル 評 議会が どの よ

う に 対処 し て い
っ た の か を検 討 し ， ビル マ に お け る ビ ル マ 族 と他 の 少数民 族の 関係 （抗争） とい うビ

ル マ 史に お い て 常に念頭に 置 か な け れ ば な らな い 観点か ら第
一

次英緬 戦 争を考 えて み t い
。

，ttヤ
　滋ザ

「｛9   2年 の 三 つ の 反 バ ン コ ク叛 乱 』

石　 井　米 　 雄

　1901 年 末か ら翌 2 年 の 半 ば に か け て ，南 タ イ ・マ レ ー
系 七州，北 タ イ の プ レ ー州 ， お よ び 東北

タ イ の メ コ ン 沿岸諸州 に お い て 叛乱事件 （Khabot ）が発生 し た 。 砲 艦 の 急派 と首謀者 の 逮捕 に よ っ
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