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シ ン ポ ジ ウ ム 〈 東 南 ア ジ ァ 史 に お け る 先 住民 と 移住 民 〉 報告 要 旨

趣 旨説 明 玉 置 　 泰 明

　本 テ ーマ の 背 景 は 「国 際 先 住 民 年 1 で あ る 。し か し 東 南 ア ジ ア に お け る f 先 住 戻 」

は ア メ リ カ 大 陸 や 豪 大 陸 の 場 合 の よ う に 自明 の 存 在 で は な い 。現 在 の 東 南 ア ジ ァ 各 国

で も、誰 を 先 住 民 と す る か に っ い て 明 確 な 合 意 （政 府 の だ け で は な く、研 究 者 の 間 で

も ） が 存 在 す る と は 言 い が た い
。 さ ら に 、歴 史 的 に 見 れ ば 東 南 ア ジ ア の 各 民 族 は 、 あ

る 時 点 で は 移 住 民 と し て 、ま た べ つ の 時 点 で は 先 住 民 と し て 存 在 し て き た と 言 え る だ

ろ う。実体 あ る い は 概 念 と し て の 特 定 の 1民 族 1 自体 が 、諸 集 団 の 移 住 や 離合 集 散 の

繰 り返 し の 中 で 形 成 さ れ て きた と言 う 方 が い い か も知 れ な い 。 そ れ ゆ え我 々 が 「東南

ア ジ ア 史 に お け る 先 住 民 」 と 言 う 場合 、　「国 際先 住民 年 」 が 対 象 と す る よ う な 現 代 的

意 味 で の 「先住 民 」 だ けで は な く、歴 史 上 の 特定 の 時点 で の 「先 住 民 」 を も対 象 と す

べ き で あ ろ う 。 様 々 な 地 域 、様 々 な 時点 で の 先住 民
一

移 住 民鬨 係 こ そ が 、東南 ア ジ ァ

史 の ダ イ ナ ミ ズ ム を 作 っ て き た と い う言 い 方 も可 能 で あ ろ う。

　 例 え ば フ ィ リ ピ ン の 場 合 、ス ペ イ ン 人 が 到 来 し た 時 点 で の 「イ ン デ ィ オ 1 す な わ ち

す べ て の 土 着 民 族 を 「先 住 民 」 と 考 え る こ と が で き る。ず っ と 遡 っ て 、先 マ レ
ー

系 民

族 （ネ グ リ
ー

ト） が 住 ん で い た 群 島 に マ レ
ー

系 諸 民 族 が や っ て き た 時 の 関 係 も、先 住

民 と 移住 民 と い う 図 式 で と ら え る こ と が 可 能 で あ る。そ れ は 諸 集 団 が 群 島 の 各 地 に 移

動 し て 定 着 し て い く過 程 の 中 で も繰 り返 し お こ っ た こ と で あ り、 マ レ
・一

系諸 民 族 同 士

の 関 係 に つ い て も言 え る 、下 っ て は 、キ リ ス ト教 徒 が 南部 フ ィ リ ピ ン に 移 住 し た 際 の

「先 住 」 の ム ス リ ム 諸 民 族 と の 関 係 も 見 落 と せ な い 。

　 ま た 、　 「先 住民 」 は 「先 住少 数 民 族 」 の み な ら ず 「先住 多 数 民 族 」 を も ふ く む 。東

南 ア ジ ア 史 で は と く に 、華 僑 ・華 人 と 先住 諸 民 族 の 関 係 が 重 要 な こ と は 言 う ま で も な

い 。

　 こ う し た 様 々 な レ ベ ル で の 先 住 民
一

移 住 民 関 係 を 「共 生 と 摩 擦 」 と い う 視 点 か ら と

り あ げ る こ と に よ っ て 、東 南 ア ジ ア 史 の 新 し い 側 面 に 光 を 当 て る こ と が で き れ ば 幸 い

で あ る 。

ヨ
ー

ロ ッ パ 人 と イ ン デ ィ ア ス 一 一 一一
生 田 　 滋

コ ロ ン ブ ス に 始 ま る ヨ ーロ ッ
パ 人 の イ ン デ ィ ア ス 、す な わ ち 新 大 陸 進 出 は 、厳 し い 、
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あ る い は 荒 廃 し た 生 態 系 の な か で 生活 し て い た か れ ら が 発 展 さ せ て き た 当 時 の ヨ ーロ

ッ
パ 文 明 そ の も の の 持 っ て い た さ まざ ま な 要 素 が は ば か る こ と な く 発 揮 さ れ た 行 為 で

あ っ た 。と く に キ リ ス ト教 思 想 が 重 要 な 役 割 を 果 た し た 。 コ ロ ン ブ ス の 行 為 そ の もの

も、当時 の 彼 の 思 想 的 立 場 に 即 し て 考 え る と 、　 「地 上 の 楽 園 」 す な わ ち 「エ デ ン の

園 」 に 到達 す る た め で あ っ た し、ま た 彼 に 見 ら れ る 黄 金 へ の あ く な き欲 求 も実 は 聖地

エ ル サ レ ム を イ ス ラ ム 教 徒 の 手 か ら奪 還 す る た め の 軍 資 金 を 調 達 す る た め で あ っ た 。

「異教徒 」 の 国家 を 征服 し、文化 を 徹 底的 に 破 壊 し、そ こ に キ リス ト教 の 信 仰 を移 植

し、キ リ ス ト教 帝 国 ス ペ イ ン の 支 配 権 を 確 立す る こ と は 当然 の こ とと され た 。こ の 後

さ か ん に 行 わ れ た キ リ ス ト教 の 布教 活 動 も、そ の 本 来 の 目的 は、近 づ き っ っ あ る 最 後

の 審 判 の 日 に 「未信 者 」 が そ の た め に 地 獄 に 堕 ち る こ とか らか れ ら を 救 う た め で あ っ

た 。 こ う し た キ リ ス ト教的な発 想 は ヨ ー ロ ッ
パ 人 の 世 界 各地 へ の 進 出 の 強 烈 な動機 と

な っ て い る 。 こ れ は っ ま り 当時 イ ス ラ ム 世 界 の 圧 迫 を受 け て い た ．9 一
ロ ッ

パ 世 界 の 絶

望 と 危 機 感が 裏 返 し の 形 で 強 烈 に 表 現 され た こ と に ほ か な らな い 。

　 も ち ろ ん ヨ ー
ロ ッ パ 人 の 新大 陸進 出 は 現 地 の 住 民 、す な わ ち イ ン デ ィ オ ス に と っ て

悲 劇 的 な 衝 撃 を 与 え た 。 と く に 伝 染 病 の 蔓延 は か れ らの 人 口 を 激 減 さ せ 、か れ ら の 社

会 を 崩 壊 に 導 い た 場 合 が 多 い 。 し か し最 近 の 研 究 に よ っ て 明 らか に され っ っ あ る よ う

に 、新 大 陸 の 各 地 に 住 む イ ン デ ィ オ ス 、と くに 中南 米 の 高 原地 帯 で 高 度 の 農業 文明 を

築 い て い た イ ン カ 、ア ス テ カ 帝国 の 住 民 は よ くそ の 衝撃 に 耐 え 、そ れ を 吸 収 し、か れ

ら の 社 会 と 文化 が 崩 壊 す る こ とを 防 い だ 。 こ う し た 観点 を さ らに 推 し 進 め 、 ヨ
ー

ロ ッ

パ 人 の 新 大 陸進 出 の 実 態 を さ ら に 客 観 的 に 把 握 す る 必 要 が あ ろ う。

 

マ レ
ー

シ ア 1こ お け る 先 住 民 概 念 富 沢 　寿 男

　国 際 先 住 民 年 に 連 動 し て 学 会 や マ ス メ デ ィ ア 、市 民 運 動 に お い て 世 界 の 先住 民 問 題

に ふ れ る 議 論 が 近 年 高 ま っ て い る に もか かわ らず 、民族 概 念 と し て の 先 住 民 を 議 論 の

出 発 点 に 据 え た も の は 意 外 な ほ ど少 な い 。当該 地 域 の 人 々 が 認 識す る 先 住 晟概 念 の 外

延 を 吟 味す る こ と は 、そ の 人 々 の 歴 史 認 識 と こ れ に 規定 され る 歴 史 自体 の 動 的 過 程 を

把 握 す る 上 で も 有 力 な 着 眼 点 とな る と思 われ る に もか か わ らず で あ る。

　現 代 マ レ
ー シ ァ の 先住 民 概 念 と して 半 島 部 で は 才 ラ ン ・ア ス リ （ 「先住 民 」 ） が 挙

げ ら れ る 。そ れ は 公 式 の 分 類 で は 、よ り古 い 先 住 民 で あ る ネ グ リ トか ら、よ り新 しい

セ ノ イ を 経 て 、も っ と も新 し い プ ロ ト・マ レ
ー

ま で を 含 む 。一
方 、Benjamin （1985）

は こ の プ ロ ト ・
マ レ ーに 対 応 す る 先 住 マ レ

ー
（ム ラ ユ ・ア ス リ） とイ ス ラ

ー
ム 化 した

マ レ
ー （ム ラ ユ ） と の 連 続 性 を 強 調 し、セ マ ン （ネ グ リ ト） 、セ ノ イ 、広 義 の マ レ ー

を 一
括 し て 「近 年 の 土 着 文 化 」 　（recent 　 indigenous　 cultures ） と し て い る。彼 自身

の こ の 学 術 的 立 場 か ら の 主 張 は 、強 い 政 治 性 が 指 摘 さ れ る ブ ミ プ トラ （ 「土 地 の 子

J ） 概 念 と 認 識 上 は 結 果 と し て 符 合 す る 。ブ ミ プ トラ は 周知 の と お り、きわ め て 近 年

の 来 住 者 で あ る 華 人 や イ ン ド人 等 を 排 除 す る 概 念 で あ り、オ ラ ン
・

ア ス リは ブ ミ プ ト

ラ の 中 の マ レ
ー ・ム ス リ ム の 残 余 概念 の 性 格 が 強 い 。 と こ ろ で 現 在 の マ レ

ー
シ ァ の 国

麟
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