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理的性格 は薄 れ 、 よ り物語的
・倫理的性格 を

帯び る。 第二 に 、SE に見 られ る 作 中人物 に

よ る物 語 りとい っ た 棒物語的重層構造 は す っ

か り解体 され 、時間 の 流れ に そ づ た 地 の 文 に

配列 しな お され て 単線 的構造を と る。さ らに

Scp は　そ の セ リ フ 部 に お い て 人称代名詞 を

現代 ジ ャ ワ 語 の 用法 で使用す る と い う言語的

特徴 を もつ 。

　 こ れ らの 特徴 は 、 Scp が 、 ワ ヤ ン に 代表 さ

れ るジ ャ ワ 文化特有の パ フ ォ
ー

マ ン ス の 隆盛

を 反 映 し て
、 SA を そ の よ うな パ フ ォ

ー
マ ン

ス の た め の 荒 筋 に 改変 し た結果 で あ る 可能 性

を 示唆 して い る。

｛

オ ラ ン ダ東イ ン ド会社の 植民地支配 と 18世紀 プ リア ン ガ ン 社会の 変化

　
一 コ ー ヒー 栽培を 通 じて 一

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 大　 橋

　 西部 ジ ャ ワ ・プ リ ア ン ガ ン 地方社会 ICお け

る 18世紀は 、 重要な転換期 で あ る 。 す な わ ち 、

同 社会 の 以 後 の あ りか た を規定す る 3 つ の 大

きな 要因 ： オ ラ ン ダ に よる本格 的な植民地支

配 、 欧 州市場向 け作物 で あ る コ ーヒ ー
の 大量

生産、主要な 食糧生産 の 水田稲作化 （焼畑稲

作よ り移行）、が現 わ れ た 。 そ して 同地方に お

け る植民地支配 下の 社会変容 の 起 点 もま た、

こ の 時期に 求 め られ る 。 発表で は 、
コ ー

ヒ
ー

栽培を中心 と し た義務労役 の 賦 課方法 に お け

る変化に つ い て 考察 した 。

　 18世紀 の プ リ ア ン ガ ン 地方 に お い て、 コ ー

ヒ ー栽培 は住民 に 課 され る 主要 な義務労役で

あ っ た 。同 地方の コ ーヒ ー
生産 の 大部分 は

、

レ ヘ ン ト （現地 人首長 ）支配下 の 住民 の 義務

労役 に よ っ て 行 な わ れ た。 こ の 傾向は、同世

紀後半 に 特 に顕 著 と な っ た 。

　
一
方、同地 方に お け る 水田 の 拡大 は18世紀

後半 に 本 格化 し た。水田化 は 支配層 の 行 な う

大規模な 開 懇と住民の 行 な う開墾 と に よ っ て

進行 し た 。 こ の 結果支配層 の 占有す る水田 と

住民 の 占有 す る水 田が存在 し た。

　以上を 前提と し て 、18世紀終 りか ら19世紀

初 め に お け る労役
・
貢納の賦課方式に つ い て

検討す る と 、 賦課 方式 に は 2 種の 形態 が 認 め

られ る 。 すなわ ち
一

方 に 、焼畑 が主要な 生産

形態 で あ っ た 時代 の 方式 が 依 然 として存在 し 、

　　　　　　　　　　　　　　 厚　 子

こ れ が
一

般の 住民 に 適用 さ れ て い た と考 え ら

れ る 。 こ の 方式 の 労役 ・
質納 の 賦課単位は人

間 で あ り、そ の賦課基準 と し て 、 水田 の 占有

の 有無 お よ び 耕作 す る耕地 の 種類 の 別が 問題

とされ る こ と は な か っ た 。

　他方、 こ れ に対 し て 支配層 占有田 の耕作者

に は、占有田 の 耕作を 削提 と し て 、前者 と異

な る内容 の 労役 ・
貢納が 賦課 され て い た。こ

れ は水 田の 土 地権を 媒介 と し た 新 し い 労役 ・

貢納賦課 の 方式で あ る と判断 され る 。

　 こ の 土地権 に 基 づ く業務労役賦 課方式 は、

プ リ ア ン ガ ン 地方 に お い て水田 の拡大 と と も

に 成立し た と考 え られ る 。 しか し既 に 18世紀

の 終 りま で に 、 こ の 賦課方式に よ る業務労役

は、 コ
ー

ヒ ー
生産 の 場 に お い て無視で きな い

存在 とな っ た 。 支配層 占有 田の 耕作者 は 、

1785年よ りコ ーヒ ー
栽培義務労役を 正規に 賦

課 され た 。 そ し て こ の こ とは、1790年代 に お

け る コ ーヒ ーの 飛躍的増産 の
一

因 と な っ た 。

　 と こ ろ で 、 19世紀半 ば の 同地方 に は、一
定

面積 の 耕地 （主 に水田 ）占有を基準 と し て 、

コ ー
ヒ
ー

栽培他の 業務労役を住民 に 賦課す る

規定 が 存在す る。 18世紀の 支配層 占有田 に 見

られ る 業務労 役賦課方式 に つ い て 、 こ の 19世

紀半ば の 規定の 前期的形態 と して の位置 づ け

が 考 え られ る 。

タ バ コ 栽培 と ジ ャ ワ 農 民

　19世紀 後半以降 、
ジ ャ ワ で は ヨ ー

ロ
ッ

パ 市

場向けの タ バ コ 栽培が 盛行 した、報告で は、

その 最大 の 中心地 で あ る ブ ス キ 州 を例 に
、 そ

　　　　　　　　　 植 　村 　 泰　 夫

の 展 開 が 農村 経済に お い て 如何 な る意味 を有

し た の か を検討 し た 。

　1870年代か ら急伸 し た ブ ス キ タ バ コ の 生産
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