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東南 アジアの焼畑 にお け る陸稲化現象

その実態 と類型

佐 々 木 高 明 ＊

Predominance of Upland Rice among Swidden Crops 

            in South East Asia

Komei SASAKI

   Generally speaking, one of the characteristics of swidden 
agriculture in South East Asia is that upland rice is cultivated as 
the main crop. However, it is possible to categorize swidden 
agriculture in the region into several types, according to the 
different combinations of swidden crops. 

 1. The upland rice dominant type (one year cultivation) 
   In tropical and subtropical monsoon forest regions in con-

tinental South East Asia (including the Indo-Chinese Peninsula 
and southern Yunan, in China) upland rice is widely cultivated 
as a main swidden crop for a year, and then the land is fallowed 
for several years. Typical examples are the swidden systems of 
the Lamet and the Hill Lua'. The tradition of mixed cropping 
is demonstrated in the swidden fields of this type, and small 
volumes of various types of millet and beans are cultivated as 
well as upland rice. Many oral traditions are preserved in the 
region. From these it is suggested that in former times millets 
were grown much more than at present. From this it is possible 
to assume that this kind of the swidden cultivation had been 
a "millet dominant" type. The system of the Chins, of north-
western Burma, is a typical example of the millet-dominant 

cultivation type, as millets and beans are still major crops. 
   Upland rice is superior in quality, not only as a crop but 

also as food. Therefore it was probably selected from among 
many kinds of millet and increased drastically in importance. 
As a result, a later transition in continental South East Asia from
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swidden cultivation with millet as the major crop to that with 
upland rice as the major crop. Among Continental South 
East Asian swidden cultivators who grow upland rice as a major 
crop, belief in the rice spirit is a frequent phenomenon. In 
addition, water buffaloes are sacrificed in various agricultural 
rituals. The dominance of upland rice in swiddens in the 
region can be explained by the cultural influence from paddy 
rice farmers through various contacts. It was probably later 
than the 13th or 14th centuries that the predominance of upland 
rice over other crops occurred. 

 2. The upland rice dominant type (multiple year cultiva-
tion) 

   In insular South East Asia, especially, in the tropical rain 
forest regions of Sumatra, Borneo and Sulawesi, the "upland 
rice dominant" type of swidden cultivation has upland rice as 
a major crop. In those regions relatively complicated swidden 
systems are traditional. In these upland rice is grown suc-
cessively in the first and second years of swidden rotation, followed 
by a short fallowing of two to three years. Then, upland rice 
is cultivated again in a new rotation. Typical examples occur 
in the swiddens of the Iban and the Land Dayak, of Borneo, and 
the Toradja of Sulawesi. This type of swidden cultivation was 

possibly based on the old style of swidden cultivation, i.e., the 
"vegetative planting type"

, where major crops were various 
types of vegetatively reproduced cultigens, such as taro, yam 
and banana, and the sago palm or coix. Such an assumption 
is based on an analysis of oral traditions and rituals concerning 
swidden crops. Similar to cultivators in the continental regions, 

people in Insular South East Asia believe in the rice spirit and 
also sacrifice water buffaloes. However, the historical process 
by which such cultural traits were acquired is unknown. 

    Those core areas in South East Asia, where these two types 
of cultivation exist, are surrounded by marginal areas where 
upland rice has not been a predominant swidden crop. 

 3. The upland rice/millet type 
   The "millet dominant" type of swidden cultivation, in 

which millets and beans were cultivated as major crops for two 
to three years, existed in the sub-tropical monsoon forest of 
northern continental South East Asia, and in the much cooler 
evergreen forest of the warm temperate region. (The above-
mentioned Chins present a relict example). Upland rice 

gradually increased in importance among the swidden crops,
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and finally was grown as the major crop in the first year of the 
rotation. From the second year of the rotation old type millets 
and root crops were still cultivated as the main crops. This 
type of swidden can be termed the "upland rice/millet culti-
vation" type. Such a type occurs in the marginal areas of 
South East Asia, as among the Sema Naga, in Assam, and the 
Yaos, in South China. In the more northerly evergreen forest 
zone of East Asia the importance of upland rice in the crop 
complex diminishes drastically and swidden cultivation with 
millets and a few root crops as major crops is widespread. 

   4. The "upland rice/vegetative planting" type 
   The islands between eastern Indonesia and the Philippines 

are  categorized as the eastern marginal area of South East Asia. 
The "vegetative planting" type swidden fields existed widely 
there, as it still does in some places. In this cultivation type 
bananas, taro and yam were grown as major crops in the tropical 
rain forest. Upland rice was introduced into this type of swidden 
cultivation and became the major crop only in the first year of 
the  rotation. This swiddening system is termed the "upland 
rice/vegetative planting" type. A good example is the system 
of the  Hanun6o. In Kalinga, northern Luzon Island, the 

predominance of upland rice over other crops progressed further 
and "upland rice dominant" type swiddens occur. In the 
marginal areas in South East Asia, the process by which upland 
rice became predominant occurred later than in any other area. 
In the Batan Islands, located in the middle of the Bashi Strait, 

between Luzon Island and Taiwan, the "vegetative planting" 
type swidden cultivation, where yam is the major crop, was 
originally carried out. Upland rice was introduced there, 

probably between the end of the 19th century and early in the 
20th century. Two records kept by Japanese castaways 
reported this.

１． 問 題

２。 東 南アジア大陸 部 にお け る 《陸稲卓越

型 》の焼畑 その実態 と卓越化のプロ

セス

（１） 《陸稲＝雑穀型》焼畑 の形成 《雑

穀栽培型 》 あるいは 《雑穀≦根栽型 》

か らの進化

（２） 大陸部の 《陸稲卓越型 》の焼畑 陸

稲単作タ イプ

（３） 東南 アジァ大陸部 における陸稲化現象

とその時期

３・ 東南 アジア島嶼 部 に お け る 《陸稲卓越

型 》焼畑 と陸稲化現象の進展

（１） 島嶼部における《陸稲卓越型 》の焼畑
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一 《根栽型》から《陸稲連作型》

へ一

（２） ハルマヘ ラ島におけ る陸稲卓越地域 と

非卓越地域一 陸稲化現象の以前 と以

後一

（３） フィ リピンの焼畑における陸稲化現象

の進行 一 《根栽二雑穀型 》か らの進

化一

（４） バタ ン島の焼畑への陸稲栽培の導入

４． 東南アジアの焼畑における陸稲化現象の

諸類型 一 「ま とめ」 に代えて一

１． 問 題

　私はかつて，東南アジアにおける焼畑の類型について，その作物構成や輪作形態を

指標に検討 した結果，この地域の焼畑には《陸稲卓越型》，《陸稲一雑穀型》・《雑

穀栽培型》および《陸稲一根栽型》の四つの類型のあることを明 らかに し，次のよう

に述べたことがある。

陸稲への依存度のきわめて高い《陸稲卓越型 》はイ ンドシナ山地か らマ ライ シアの島嶼 部の

熱帯 ・亜 熱帯林地域に分布するが， イン ドシナ山地 では １年間耕作 して耕地を放棄する陸稲

単作型の焼畑 がみられ るのに対 し，島嶼 部で は陸稲の連作が行われている。また陸稲 ・根茎

類の輪作 を特色 とする《陸稲 ・根栽型》は，主 としてマライシアの島嶼 部 の熱帯降雨林地帯

に分布するが，おそ らく， この種の焼 畑は《根栽型》の焼畑か ら《陸稲卓越型 》へ移行する

中間的な形態を示す ものではないか と考え られ る。 これに対 し，東南アジァ大陸部の亜 熱帯

か ら暖帯の森林 に広 く分 布す るものは，《陸稲 ・雑穀型 》の焼畑であ り，この種の焼 畑では

第 ２年 目の作物 に豊 かなバ リエーションが みとめ られる。そ う して， これ ら東南ア ジァプロ

パーの焼畑農業地帯を包 むように，イ ンド半島のサバ ンナ地域や北 ビルマか ら西南 シナにか

けての暖 ・温帯 山地には，陸稲を欠 く典型的な 《雑穀 栽培型 》の焼畑が分布する。　 ［佐 々木

１９７０ａ：３７－３８，１２０］

というのである。

　この結論は，１９６０年代の前半までに入手 し得た資料をもとに導いた ものだが，その

後の資料を加えて検討 しても，大きく変更する必要はないようである。要するに，東

南アジア ・プロパーの地域をとり囲む周辺地域には， 《雑穀栽培型》や 《根裁＝雑穀

型》の焼畑が，いまもひろく分布するのに対 し，インドシナ半島か らスマ トラ，ボル

ネオ，スラウェシなどに至る東南アジアの中心地域には，焼畑 に栽培する作物の中で

陸稲が圧倒的な重要性を占める《陸稲卓越型》の焼畑が卓越するということである。

その限りにおいて，この《陸稲卓越型》の焼畑を，東南アジアの焼畑を代表するタイ

プとして位置づけることは可能であり・その事実に誤 りはない。

　ところが，ここに一つ問題がある。それは現在は陸稲卓越型の焼畑が分布するイン
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ドシナ山地からマレーシアに及ぶ地域においても，後にくわしく述べるように，かつ

ては雑穀類や根栽作物の栽培が，現在よりもはるかに高いウェイトをもって拡がって

いたと思われる証拠がある。そのため陸稲のもつ機能は，以前にはいまに較べてかな

り低かったのではないかと考えられることである。つまり，現在から余 り遠 くない過

去に，上述の地域の焼畑においては，雑穀や根栽作物栽培の機能が後退 し，陸稲の卓

越化，優占化の過程が急速に進んだのではないかと推定されるのである。

　私は，この過程を《陸稲化現象》とよぶ ことにす るが，この陸稲化現象の進展によ

って，現在の東南アジァの焼畑の特色が形成されたとすれば，そのプロセスの実態 と

特色を把握することは，東南アジアの文化史を考える上で重要な問題の一つになるの

ではないかと考えられる。本稿で論 じようとする問題は，このような点 と深 くかかわ

っている。

　一般に陸稲が各地の焼畑において卓越化 してゆく際には，土地生産力のもっとも高

い焼畑の初年目の耕地において，まず卓越化 し，ついで ２年 目，３年 目に及ぷ傾向を

示 している。とくに温量 と湿度にあぐまれ，森林植生の良好な地域では， この傾向が

つよく，これ らの地域では古い根栽型の焼畑のもつ多量の作物を間作する慣行や雑穀

栽培型の焼畑にみられる混播の慣行を消失せ しめ，陸稲栽培の卓越する単純で，特殊

な型の焼畑農耕形態がつ くり上げられている。本稿の第 ２節でとりあげる私の調べた

雲南の恰尼族や布朗族の焼畑をはじめ，Ｉｚｉｋｏｗｉｔｚの調査 した １コａｍｅｔ族や Ｆｒｅｅｍａｎ

や Ｇｅｄｄｅｓの報告 したボルネオの Ｄａｙａｋ族の焼畑などは・いずれ もこの種の《陸稲

卓越＝東南アジァ型》の焼畑の典型例ということがで きる。また，本稿の第 ３節でとり

あげるハルマヘラ島やフィリピンのバタン島での私自身の調査例，あるいは Ｃｏｎｋｌｉｎ

の調査 したミンドロ島の Ｈａｎｕｎ６０族の焼畑などは， 陸稲栽培が根栽型の焼畑地帯

へ浸透 しながら，いまだに卓越化するに至っていない段階，つまり陸稲化現象が進行

しつつある焼畑の好例ということができるようである。 これらの諸事例を比較検討す

ることによって，東南アジアの焼畑 における陸稲化現象の実態と特色を把握すること

が可能になると考え られる。

　 ところで，このような陸稲化現象は，前述のように東南アジアの熱帯ない し亜熱帯

圏を中心に進行 したが，温量と湿度の相対的に少ない暖温帯の地帯 （照葉樹林帯）で

は十分に進行 しなかったようである。ア ッサム東部から北 ビルマ ・西南中国や江南の

山地および台湾山地の一部をへて，わが国に至 る照葉樹林帯では，焼畑の主作物は雑

穀類 （アワ ・ヒエ ・ソバ ・モロコシ・シコクビェ ・ハ トムギ ・トウモロコシ・豆類な

ど）となり，陸稲を欠 くか，あるいはその重要性の小さい典型的な《雑穀栽培型》の
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焼畑が展開している ［佐々木　１９８２：１０５－１１１］。 わが国の焼畑も，基本的には， こ

の東アジアの照葉樹林帯にひろく分布する《雑穀栽培型》の焼畑の系譜に連るものと

みて差支えないと考えられる。

　 ということになると，陸稲化現象の影響を大きく蒙 っていないこの《雑穀栽培＝照

葉樹林型》の焼畑の特色 と系譜の分析は，日本農耕文化の系統を考える上でも大きな

問題となって くる。このタイプの焼畑がどのような条件のもとに成立し，その文化史

的意義は何か６東南アジアの焼畑における陸稲化現象の考察をすすめると，この点が

第二の問題点 となって くるρ

　だが，この小稿でそこまで考察することは問題が大 きすぎるので，この第二の問題

の検討は別稿を用意することとし，当面のところ第一の問題，すなわち，東南アジァ

の焼畑における陸稲化現象の実態と陸稲卓越化のプロセスの解明というところに問題

の焦点を しぼり，順を追ってその分析を進めることにしたい。

２． 東南 アジア大 陸部 にお けるく陸稲卓越型〉の焼 畑

　　　　　その実態と卓越化のプロセス

　東南アジア大陸部における陸稲化現象の進展には，大別 して二つのタイプがあるよ

うに思われる。その一つは，インドシナ半島北部を中心とした照葉樹林帯 とその周辺

にみられる焼畑で，雑穀類を主作物とし，２，３年あるいはそれ以上の輪作期間をも

ち，その初年目の耕地で陸稲が大量に栽培されるようになったタイプのものである。

その結果，初年目は陸稲が主作物となるが，２年目以後は雑穀類が主として栽培され

る《陸稲 一雑穀型》とでもいうべき焼畑の類型が生み出される。このタイプの焼畑に

は，さまざまの形でイモ栽培 （主 としてサ トイモ，ヤマノイモ）が関係 し，ある程度

の重要性を示す例が少なくない。

　他の一つは，東南アジア大陸部の主 として熱帯ないし亜熱帯モンスーン林帯に多 く

みられる焼畑のタイプで，もともと輪作の期間が短かく，ほぼ １年に限 られるもので

ある。陸稲化以前の本来の焼畑の形としては，陸稲を含む各種の雑穀類やイモ類，果

菜類，豆類などを混作 していたものと考え られる。それが陸稲化現象の進展によって，

陸稲が優越化するようになり，ついに陸稲が圧倒的な重要性を占めるようになったと

考え られる。このタイプの焼畑は，前述のように，輪作期間が１年に限 られるため，

そこで陸稲化現象がおこると，焼畑全体 に陸稲が卓越するようにな り，文字通 り《陸

稲卓越型》の焼畑類型が生み出されるに至るわけである。
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このうちまず第一の類型に属する焼畑の実例か ら検討 してみることにしよう。

（１）　 〈陸稲＝雑穀型〉焼畑の形成

　　　　 《雑穀栽培型》あるいは《雑穀＝根栽型》からの進化

　１９１０年代にアッサム南部に居住する ｓｅｍａ　Ｎａｇａ族の調査を行 った Ｊ・Ｈ・Ｈｕｔｔｏｎ

は，彼 らの焼畑の実態をその著書の中で， くわ しく報告 している ［ＨＵＴＴＯＮ　ｌ９２１：

５９－－６９］。それによると，彼 らの焼畑 は， ２年間作物を栽培 し，通常は１０年ないし１２年

間ほど休閑する型式をとっている。彼 らのもとでは１１月に，まず女たちが前年に作物

の栽培を行 った耕地を整理 して地持えをはじめる。これによって新 しい農耕季がはじ

まるが，それとほぼ同時に男たちは新 しい焼畑をつ くるために森林の伐採をはじめる。

そうして約 ２カ月ほどを経過 した１月に，森林では伐採 した樹木の乾燥するのをまっ

て火入れを行い，新 しい焼畑耕地が造成 される。また，そのころ古い耕地でも女たち

が雑草や刈株を焼き払って第 ２年 目の焼畑耕地の地持えを終る。

　 こうしてでき上 った薪 ・旧二つの耕地のうち，まず播種を行 うのは２年目の古い耕

地の方からである。 ２月から３月頃にアワをはじめ，モロコシ， シコクビエなどの雑

穀類の播種を行 う。これに対 し，新 しく造成 した初年 目の耕地には，４月になってか

ら陸稲を播種する。その時期はオ リオン星の位置や特定の鳥 （カッコウの一種）の暗

き声によって決めるが，その陸稲の播種以前に，同 じ耕地にまず トウガラシを播 き，

ついでサ トイモを植え， トウモロコシ， ヒョウタン，カボチャ，キュウリなどを播き

つけ，最後にハ トムギや陸稲を播種するという。陸稲の播種は特殊な掘棒を使 ってて

いねいに穴播 きするが，陸稲を大量につ くる場合でも，必ず陸稲の間にハ トムギを何

列か作付することになっているという。

　他方，２年 目の古い耕地では上述の幾種類かの雑穀類のほか，数種類の豆類 も栽培

されるようだが，それ以外にゴマやエゴマが油料作物として Ｓｅｍａ　Ｎａｇａの焼畑で栽

培されていることに注目しておきたい。いずれにしてもアワなどの雑穀類は７月初旬

に成熟するので，それまで村人はもっぱ ら２年目の古い耕地の除草や管理にかか りき

る。ところが，雑穀類の収穫が終 る７月以後になると，今度 は新 しい初年 目の耕地の

陸稲の除草を何度もくり返 し行 うようになり，９月から１０月頃 （ときには１１月頃まで

及ぶ） に，その陸稲の収穫 （手で穂をむしりとる）が行われるのである。

　 このように Ｓｅｍａ　Ｎａｇａ族の初年目の焼畑では，ハ トムギやサ トイモ，果菜類など

とともに，今世紀初頭の頃には陸稲が大量に栽培されていた。しかもその陸稲は主食

作物として経済的に重要な役割を果す とともに，宗教儀礼の面でも大へん重要視され
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ていた。というような点からみて，当時すでに陸稲は Ｓｅｍａ　Ｎａｇａの社会においても

っとも重要な焼畑作物としての地位を有 していたとみることができる。

　だが，それにも拘 らず，そこでは２年目の焼畑耕地はすべてデワをはじめモロコシ，

シコクビエなどの雑穀類の栽培にあてられ，彼 らの農業労働力の半ばは雑穀栽培に費

されていたのである。 しかも，同 じＳｅｍａ　Ｎａｇａ族のなかでも，東部に住むグループ

は居住地の海抜高度が高 くなり，気候が冷涼になる。このため陸稲の栽培がほとんど

なくなり，ハ トムギが主作物 として栽培されるようになるという。さらにその東方，

バ トコイ山地の高所に居住す る Ｋａｌｙｏ－Ｋｅｎｇｙｕ族や Ｃｈａｎｇ族などのもとでは ハ ト

ムギの機能がより一層大きくなり，それが主食料 として用いられていることが，すで

に以前から知 られている ［ＦｔｉＲＥＲ・ＨＡＩＭＥＮＤｏＲＦ　ｌ９３８：２０１］。

　 このような作物分布の状況 と陸稲の栽培が焼畑の初年目に限 られ，しかもそこには

ハ トムギをはじめ各種の作物が必ず混作されていること，また２年 目の焼畑作物がす

べて雑穀類 （豆類その他を含む） で 占あられているということ， このような Ｓｅｍａ

Ｎａｇａ族の焼畑の特色から判断すると，彼 らの焼畑は，もとはハ トムギやアワをはじ

めとする雑穀類　　その中には陸稲も雑穀の一種として含まれていた と考 え られ る

　　が主作物をな し，豆類や果菜類，油料作物などが混作される典型的な《雑穀栽培

型》の焼畑であったと推定されるのである。おそ らく，その雑穀の複合体の中か ら陸

稲が次第に重要性を高め，いわゆる《陸稲化現象》が進行してきたと思われるのであ

る。その時期や理由などは現段階では必ず しも明 らかではないが，とにかく陸稲化現

象の進展によって彼 らの焼畑が《雑穀栽培型》から《陸稲＝雑穀型》のそれへ， その

様式を大 きく変化せしめたことは間違いないと考え られる。

　 この場合，陸稲化現象以前の主作物の中心は，前述のように，ハ トムギとアワであ

ったと思われるが，サ トイモやヤマノイモなどのイモ類も，一部の地域ではかなり重

要な機能を有 していたと推定される。アッサムの Ｎａｇａ諸族においては，現在は陸稲

が主作物としての地位を占めているが・以前にはタロイモ （サ トイモ）などのイモ類

がかなり重要な役割を演 じていたと考え られ る。 その こ とは ＦＵｒｅｒ　Ｈａｉｍｅｎｄｏｒｆ

［１９３８；２０１］や Ｍｉｌｌｓ［１９３７：７７，２１８］などによってすでに指摘されたところであり，

筆者もその点を強調 したことがある ［佐々木　１９８２：１０４－１０５］。たぶん Ｓｅｍａ　Ｎａｇａ

族においても， かつては《雑穀＝根栽型》とよべるような焼畑の特色が， その一部に

存 していた可能性が少なくないと考えられるのである。

　 この Ｓｅｍａ　Ｎａｇａ族の焼畑にみ られたと同様の，’２～ ３年の輪作期間をもつ《雑穀

栽培型》 ないし《雑穀＝根栽型》の焼畑が陸稲化現象によって変化する状況は，他に
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い くつ か 類 型 を あ げ る こ とがで き る。 Ｈ ．　ＳｔＵｂｅｌ が戦 前 に調 査 した 中 国 ・広 東 省 の

Ｙａｏ族 の 事 例 は そ の 典 型 例 の一 つ とい え る ［ＳＴむＢＥＬ　 １９３８：３８０－３８１］。

　 広 東 省 北 部 の始 興 県 に居 住 す る Ｙａｏ 族 は ，常 緑 樹 と落 葉 樹 の 混 濡 した亜 熱 帯 め森

林 を伐 採 ，火 入 れ して ，耕 作期 間 ３年 ，休 閑期 間１８～ １９年 程 度 の 焼 畑 を 営 ん で い る。

そ の作 物 の 輪作 順 序 は初 年 目に 陸稲 と トウモ ロ コ シを作 付 し， ２年 目 に は主 と して サ

ツマ イモ ， ３年 目 に はタ ロ イモ （サ トイ モ） を主 作 物 と して栽 培 す る。 だ が ， そ の ほ

か に ア ワや シ コク ビエ ， モ ロコ シな どの 雑 穀 類 や ヤ ム イ モ な ど も，彼 らの焼 畑 で栽 培

さ れ て い る こ とが 注 目 され る。 しか も ， これ らの 作 物 は一 種類 を 単作 す るので は な く，

例 え ば トウ モ ロ コシ， ア ワ， サ ツマ イ モ な どが 同一 の耕 地 で混 作 さ れ る こと が特 徴 的

で あ る。 ま た ， 同 じ広 東 省 の瑠 山 （現 ・乳源 瑠 族 自 治県 ） の一 部 で はハ トム ギが 栽 培

され て い た事 例 も報 告 され て い る ［ＳＴｔｉＢ肌 　 １９３８：３６３］。

　 いず れ に して も・ これ らの Ｙａｏ 族 の焼 畑 作 物 の う ち トウモ ロ コ シと サ ツマ イ モ は

新 大 陸 原 産 の もの な ので ， この二 っ を取 り除 き ，伝 統 的 な 作 物 構 成 を 考 え る と， ア ワ

を は じφ モ ロ コ シ， シ コク ビエな ど の雑 穀 類 が ， 陸 稲 と と も に、 か つ て は大 へ ん重 要

な 役 割 を 果 して い た こ とが推 定 され る の で あ る。 また ， タ ロ イモ や ヤ ム イモ な どの伝

統 的 な イ モ 類 もサ ツマ イ モ 導 入 以 前 に は か な り重 要 な機 能 を有 して い た もの と思 わ れ

る。 つ ま り， ここ で も Ｓｅｍ ａ　Ｎａｇａ族 で み た の と 同 じよ うな 雑 穀 類 を 中心 と し，そ れ

に 根栽 作 物 が加 った 《雑 穀 二根 栽 型 》 の焼 畑 の作 物構 成 が ， 伝統 的 な 焼 畑 を 特 色 づ け

る もの と して復 元 さ れ て くるの で あ る。 おそ ら く古 い 時代 に は ，上 述 の雑 穀 類 に加 え

て ハ トム ギ もか な り重 要 な主 食 作 物 の一 つ で あ っ た可 能 性 が少 な くな い 。 た ぶ ん ， そ

の頃 には 陸 稲 の機 能 も現 在 の そ れ よ りか な り小 さ く，数 あ る雑 穀類 の 中 の一 つ と して

の 役 割 を演 ず るに す ぎ な か った と推 測 され るの で あ る。

　 い ず れ に して も， い ま は 陸稲 が か な り高 い機 能 を もっ Ｙａｏ族 の焼 畑 も， 古 い 時代

に さか の ぽ る と，雑 穀 類 とイ モ類 を主 作 物 と した 《雑 穀 ＝根 栽 型 》 の 焼畑 で あ った と

推 定 され る。 同 様 の 傾 向 は， 同 じ Ｓｔｔｒｂｅｌの調 査 した 海 南 島 の黎 族 の 焼畑 に つ い て も

い う こ とが で き る ［ス チ ュ　一一ベ ル 　１９４３：２２５，２４９－５０，２７３－７４，４７３］。 詳 し い 説 明

は省 略 す る が、 亜 熱 帯 モ ン ス ー ン地 域 に属 す る この 島 の焼 畑 で は、 か つ て は 陸 稲 の ほ

か ，ア ワ， ヒエ ， シ コク ビエ な ど の雑 穀 類 と と も にバ ナナ や ヤ シ類 な どの根 栽 作 物 の

比 重 が大 きか った こ と は 間違 な い よ うで あ る。

　 これ に対 し， よ り冷涼 な東 南 ア ジア大 陸部 北 部 の照 葉 樹 林 帯 あ る いは そ の付 近 に お

い て は ， か つ て は雑 穀 栽 培 の比 重 がか な り大 きか った よ うで あ る。 そ の こ とを Ｅ．Ｒ ．

Ｌｅａｃｈ は ，北 ビル マ に居 住 す る Ｋ ａｃｈｉｎ 族 の焼 畑 につ いて ， す で に簡 潔 に 言 及 して
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い る ［ＬＥＡｃＨ　 ｌ９５４：２２－２６］。 す な わ ち ， イ ラ ワ ジ川 か らア ッサ ム に至 る地 域 は ，

熱 帯 モ ンス ー ン林 の地 帯 で ， こ こで は一 般 に陸 稲 を主 作 物 と し， １年 耕 作 して １２～１５

年 休 閑 す る典 型 的 な 《陸 稲 卓 越 型 》の 焼 畑 ｔａｕｎｇ－ｔａｕｎｇｙａが 営 ま れ て い る。 これ に対

し， よ り東 北 方 の ビル マ ・雲 南 国 境 に 沿 う照葉 樹 林 の二 次 林 と み られ る松 ・灌 木 林地

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ミレツト

帯 で は， 豆 類 を 初 年 作 物 と して ， トウモ ロ コ シ， ソバ ， 雑 穀 ， コ ム ギ， オ オ ムギ な ど

の 穀 類 を ２年 以 上 栽 培 して休 閑 す る焼 畑 が み られ る と い う。 こ の地 域 の焼 畑 は ，一 般

に休 閑 地 の植 生 が貧 困 な た め ｇｒａｓｓｌａｎｄ　ｔａｕｎｇＰｔａ とよ ば れ て い るが ， この タ イプ の焼

畑 は 照 葉 樹 林 帯 で 特 徴 的 に み られ る もの で あ り， こ の焼 畑 に は 明 ら か に 《雑 穀 栽 培

型 》 の 特 色 が み とめ られ る よ うで あ る。 だ が ，Ｌｅａｃｈ の叙 述 は簡 単 にす ぎ る ので ，こ

れ以 上 立 ち入 って検 討 す る こと は困 難 で あ る。

　 そ れ で は Ｓｅｍ ａ　Ｎａｇａ族 や Ｙａｏ族 の焼 畑 が 陸 稲 化 現 象 に よ って変 化 せ しめ られ る

以 前 の 《雑 穀 栽 培 型 》 あ る い は 《雑 穀＝根 栽 型 》 の焼 畑 とい うの は ， 具体 的 に ど の よ

う特 色 を もつ も の と考 え れ ば よ いの だ ろ うか。

　 Ｓｅｍａ　Ｎａｇａ 族 の 東方 ， バ トコイ 山地 の ビル マ 側 斜 面 の 亜 熱 帯 モ ンス ー ン林 帯 に居

住 す る Ｃｈｉｎ 族 の焼 畑 は ， こ う した問 題 を考 え る場 合 ， きわ めて 興 味 あ る事 例 を呈

示 す る。 マ ニ プ ール 川 中 流 の海 抜 高 度 が や や高 く， 照 葉 樹 林 帯 に近 い Ｆａｌａｍ 地 域 の

Ｃｈｉｎ 族 の調 査 を行 った Ｈ ・Ｎ ・Ｃ・Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ に よ る と ［ＳＴＥｖＥＮｓｏＮ　 ｌ９４３：２９－４６］，

この地 域 の焼 畑 は乾 季 の１２月 に伐 採 を は じめ，伐 木 を よ く乾燥 させ た の ち ， ３月 か ら

４月 に降 る春 の雨 ｒｕａｈの 開 始 期 を ま って火 入 れ し， 播 種 を行 う。 彼 らの もとで は一

般 に主 食 作 物 （ｒａｗ９）と副 次 的 な作 物 が 区別 され ，主 食 作 物 は さ らに雑 穀 類 や トウモ ロ

コ シ， 陸 稲 な どを 含 む 夏 （雨 季） 作 物 ｆｕｌ　ｒａｗｌと豆 類 を 中心 とす る冬 作 物 ｔｈａｌ　ｒａｗｌ

に分 類 され る。 また 副 次 的 作 物 に は， カ ボ チ ャや ウ リ類 ， サ トイ モ， ヤマ ノ イモ ， サ

ツマ イモ ， ヒ ョウタ ン， ゴ マ そ の他 多 くの も の が あ る と い う。

　 火 入 れ の 終 った 焼畑 耕 地 に主 と して 播 種 され る め は ， この う ち トゥモ ロ コ シや雑 穀

類 だ と い う。 雑 穀 の 場 合 に は 浅 く小 穴 を掘 って ２， ３粒 の種 子 をそ の 中 に播 き， トウ

モ ロ コ シは １・５～ ２ フ ィー ト間 隔 に穴 播 きす る。 いず れ も２０人 ほど の集 団 が焼 畑 耕 地

の 下 端 か ら上 に 向 って移 動 しな が ら播 種 作 業 を行 う。耕 地 の上 端 に ま で達 した人 た ち

は ，今 度 は冬 作 物 の豆 類 を トウモ ロ コ シ と同 じほ どの 間 隔 で穴 播 き しな が ら下 へ 降 り

て く る とい う。 つ ま り，雑 穀 類 あ る い は トウモ ロ コ シ と豆 類 が 同一 の耕 地 で 混 作 され ，

さ らに ， そ の 間 に カ ボ チ ャや ウ リ類 な どの副 次 的作 物 が間 作 され る と い う。

　 と こ ろで ・ Ｓｔｅｖｅｎｓｏｎ の 報告 に は ， 学 名 の記 載 が な く， 雑 穀 につ い て も ３種 類 の

ｍｉｌｌｅｔｓ と記 さ れ て い るの み で ， そ の種 類 は 不 明 で あ る。 だ が ， １９５４年 と５８年 に ほぼ
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同一 の地 域 を調 査 した Ｆ．Ｋ ．】Ｌｅｈｍａｎ の報 告 に よ る と ［ＬＥＨＭＡＮ　 ｌ９６３：５７，５９］，

少 な くと もモ ロ コ シ Ｓｏｒｇｈｅｓｍ　ｓｐ．と シ コ ク ビエ Ｅｌｅｕｓｉｎｅ　ｃｏｒａｃａｎａ及 び サマ イ あ る い は

キ ビ Ｐａｎｉｃｕｍ　ｍｉｌｉａｒｅ？が そ の地 域 で は栽 培 さ れ て い た と い う。 た ぶ ん そ の ほ か に ア

ワな ど も彼 らの焼 畑 で 栽 培 され て いた もの と 想 像 され る。 ま た ， ｔｈａｌ　ｒａｗｌの豆 類 に

つ い て は英 名 で ｓｕｌｐｈｕｒ　ｂｅａｎ （種 類 不 明） と ｐｉｇｅｏｎ　ｐｅａ キマ メ・ｒｕｎｎｅｒ　ｂｅａｎ ベ ニ

バ ナ イ ンゲ ンの ３種 が 中心 だ と され て い る ［ＳＴＥｖＥＮｓｏＮ　 ｌ９４３：３５］。

　 つ ま り Ｃｈｉｎ 族 の焼 畑 耕 地 に おい て は， モ ロ コ シ， シ コク ビエ そ の他 の雑 穀 類 あ る

いは トウモ ロ コ シな ど の ほ か ，豆 類 ， そ の他 の作 物 が 同一 の 耕 地 で 混 作 され る典 型 的

な 雑 穀 栽 培 型 の 焼 畑 景 観 が み られ た こ とが わ か る。 しか も ，そ こ に は陸 稲 が ほ とん ど

登 場 しな い こ とが 注 目さ れ ね ば な らな い 。Ｌｅｈｍａｎ も ，　Ｃｈｉｎ 族 の居 住 域 の 中部 や 北

部 で は米 は主 食 料 と して の 重 要 性 を もた な い こ とを ， く り返 し強調 して い る の で あ る

［ＬＥＨＭＡＮ　　ｌ９６３：５３，５６］。

　 さ て ，雑 穀 や トウモ ロ コ シを 播 種 した Ｃｈｉｎ 族 の焼 畑 耕 地 で は， そ れ らの作 物 が発

芽 して しば ら く した と ころ で ，厄 除 の 呪 術 的儀 礼 を ブ タ や ニ ワ ト リを供 犠 して行 い ，

その あ と除 草 と間 引 きの 作 業 を は じめ る。 除 草 ・間 引 き作 業 は ３回 ほ ど行 わ れ ， そ の

後 は鳥 害 や 獣 害 の監 視 を 行 う。 ７， ８月 に な る と雑 穀類 が成 熟 して く るの で ，手 で穂

を ち ぎ って収 穫 す る。 雑 穀 類 に少 しお くれ て ８月 か ら ９月 に か け て トウモ ロ コ シ も収

穫 され る。 実 は ， この 時 点 が 夏 （雨 季） 作 物 ｆｕｌ　ｒａω１の季 節 か ら冬 作 物 ｔｈａｌ　ｒａω１の

季 節 へ の転 換 点 で ， そ の 頃 にな る と収 穫 の 終 った 雑 穀 類 や トウモ ロ コ シの茎 の 間 を豆

類 が埋 あ て焼 畑 耕 地 を お お うよ う にな る。 豆 類 の 最 初 の 除草 と ｔｈａｌ　ｒａω１の魔 除 け の

儀 礼 が 営 ま れ た あ と， も う一 度 除 草 を行 い， １２月 末 か ら ２月 に か け て そ の豆 類 の収 穫

が行 わ れ る　 （キマ メの 場合 は ３月 に まで 及 ぶ ）。 こ う して 彼 らの １年 の作 季 は 終 るわ

け で あ る ［ＳＴＥｖＥＮｓｏＮ　 １９４３：３９－－４２］。

　 この Ｃｈｉｎ 族 の居 住 域 のな か で も北 部 及 び 中部 の地 域 で は ， １年 の 作 季 が 終 った あ

と も一般 に焼 畑 耕 地 は放 棄 しな い。 ３年 あ る い は ６年 ，長 い もの は ９年 間 も同一 の焼

畑 耕 地 で 作 物 の 栽 培 を つ づ け ， そ の あ と４０年 以 上 の長 い休 閑 期 間 を お くとい う。 輪作

の形 態 と して は， 夏 （雨季 ） 作 物 は雑 穀 類 ま た は トウモ ロ コ シで ，毎 年 変 らな いが ，

冬 作 物 ｔｈａｌ　ｒａｗｌの 豆類 は ， 例 え ば初 年 に は ｓｕｌｐｈｕｒ　ｂｅａｎ・ ２年 目に は キマ メ ， ３

年 目 は ベ ニバ ナ イ ンゲ ン， ４年 目 は別 種 の ｓｕｌｐｈｕｒ　ｂｅａｎ， ５年 目 と ６年 目 に はま た

キ マ メ と ベ ニバ ナ イ ンゲ ン と い う よ うに ，輪 作 年 次毎 に主 に栽 培 す る豆 の種 類 を変 え

る の が通 例 だ と い う。

　 いず れ に して も雑 穀 類 と豆 類 を 中 心 に ， そ れ に 量 は多 くな い が， 多 種 類 の果 菜 類 や
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イモ類を加え，それ らの作物を混作す る典型的な《雑穀栽培型》の焼畑が，ビルマ北

西部の Ｃｈｉｎ族の社会で，少なくとも１９５０年代までは営まれていたことがわかるので

ある。前述のように，ここでは陸稲のもつ機能が著 しく小 さいことが特徴的で，秋の

収穫祭 もｆａａｎｇ　ａｉｈ或は ｂｕｈ　ｚａ　ａｉｈ（「大籠百杯の雑穀祭」の意）とよばれ，陸稲

ではなく，雑穀が宗教儀礼の中心になっていることが注目されるのである。

　 この Ｃｈｉｎ族の焼畑の事例は，東南アジァ大陸部のやや冷涼な地域に分布する雑穀

を主作物に２年以上の輪作を営むタイプの焼畑の陸稲化以前の姿を復元するうえで，

よい手掛 りを与えて くれるものということができる。 陸稲化現象 以前 の《雑穀栽培

型》の焼畑がすべてこのような特色をもっていたとは言えないが，雑穀類と豆類の栽

培を組合せ，地力の減退を阻止 しながら，長期の連作を行 っているこの Ｃｈｉｎ族の焼

畑は，東南アジァの大陸部における陸稲を伴わない純粋な《雑穀栽培型》の焼畑の残

存例 としてはきわめて稀なものの一つ ということができるのではなかろうか。

　ただ し， 同じＣｈｉｎ族の居住域においても Ｍａｔｕｐｉを中心とす る海抜高度 の低

い南部地域では， 陸稲のもつ機能が著 しく増大 し， 陸稲のみを主作物として， １年

間耕作 し，１２年間休閑する典型的な《陸稲卓越型》の焼畑があらわれ て くるとい う

［ＬＥＨＭＡＮ　１９６３：６４－６６］。

　東南アジアの大陸部， とくに温量の大きい熱帯モンスーン林地域では， この種 の

《陸稲卓越型》の焼畑のもつ役割の大 きいことは，前にも述べた通 りである。このタ

イプの焼畑の特色については，次に改めて考察を加えてみることに しよう。

（２）　大陸部のく陸稲卓越型〉の焼畑　　陸稲単作タイプ

　 ラオ ス北 西 部 の亜 熱 帯 林 に住 む Ｌａｍｅｔ族 は ， オ ス トロ ア ジ ア語 系 の 言 語 を 話 す焼

畑 農 耕 民 で ， 陸稲 単作 タ イ プ の典 型 的 な 《陸 稲 卓 越 型 》 の焼 畑 を営 ん で い る。 Ｌａｍ ｅｔ

族 の 詳 細 な 調査 を行 った Ｋ ．Ｇ ．　Ｉｚｉｋｏｗｉｔｚに よ る と，彼 らの焼 畑 は お お よそ 次 の よ う

な 特 色 を も って営 まれ て い る と い う ［ＩｚＩＫｏｗＩＴｚ　 ｌ９５１：１６６－１６９，２０６－２６０」。

　 焼 畑 の造 成 は １月 か ら ２月 にか けて 行 わ れ る森 林 の 伐 採 か ら は じま る。 耕作 放 棄後

１２～ １５年 程 度 の 二 次 林 ｋｌｕｔが主 と して 焼 畑 の 適 地 と して選 ばれ ， い くつ か の 家 族 が

共 同で 焼 畑 耕 地 の 造 成 に 当 る。伐 採 後 ，伐 木 が乾 燥 す る の をま って ， ３月 中旬 か ら ４

月 の 末 頃 にか けて 火 入 れ が行 わ れ る。 そ れ につ づ い て ５月 に入 る と ，村 の精 霊 に対 す

る祭 りや そ の他 の儀 礼 が行 われ ， そ の後 ，焼 畑 の 播 種 が行 わ れ る。

　 播 種 の 方 法 は簡 単 で， 男 が 播種 棒 で耕 地 面 に小 孔 を あ けた あ と， そ の穴 へ女 が ３～

５粒 の 稲 籾 を 播 く。 Ｉｚｉｋｏｗｉｔｚ に よ る と， こ こで栽 培 さ れ る稲 の 種 類 は す べ で ジ ャポ
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ニ カ型 で ５品 種 。 １種 が ウル チ 種 で あ るの を除 く と他 はす べ て モチ 種 で， これ らの 陸

稲 が 焼 畑 耕地 の全 面 に作 付 され る。 だ が ，焼 畑 耕 地 の まわ りや 道 沿 いな ど に は， シ コ

ク ビ エ ， アワ ， ハ トム ギな どの雑 穀 類 が少 量 で は あ るが栽 培 され て お り， そ の ほか タ

ロ イモ や サ ツマ イモ ， トウガ ラ シ， タバ コ，落 花 生 な ど もっ く られ て い る。 それ に ８

月 にな る と焼 畑 を お お うよ うに生 育 す る キ ュ ウ リを は じめ ， ヒ ョウ タ ンや カ ボチ ャや

そ の他 の ウ リ類 あ るい は ナ ス や数 種 の豆 類 な ど ，多 くの 作 物 が 焼 畑 耕 地 の 一 部 で 少

量 つ つ 栽 培 され る。 そ の 限 りに お いて ，陸 稲 栽 培 が 中心 に な って い る現 在 で も，彼 ら

の焼 畑 で は 混作 の伝 統 が や は り継 承 さ れ て い る とい うこ とが で きる。

　 ５月 に陸稲 の播 種 が終 った焼 畑 で は ， ６月 か ら除 草 作 業 に入 り， ８月 まで つ づ く。

９月 に入 る と下 旬 に早 稲 種 の 稲 が 稔 り，１０月 に な ると陸 稲 の収 穫 作 業 が 本 格 的 には じ

め られ る。手 で稲 穂 を ち ぎ り，見 張 り小 屋 に稲 穂 を集 め て 足 で踏 ん で 脱 穀 した あ と，

高 床 の穀 倉 に収 納 す る。 この収 穫 と脱 穀 ・収 納 作 業 は１２月 頃 ま でつ づ く。 こ う し て

Ｌａｍｅｔ族 の焼 畑 経 営 の １年 は終 るが ， そ こで 注 目す べ き事 実 は ， 現 在 ， 彼 らの 焼 畑

で は雑 穀 や イ モ類 な ど の栽 培 量 が きわ め て少 な く，主 作 物 で あ る陸 稲 の 占 め る比 重 が

著 し く大 き い こ とで あ る。 農 耕儀 礼 の 面 で も， 播 種 の 前 や 稲 の 開 花 期 あ る い は その 収

穫 期 に行 わ れ る儀 礼 は， い ず れ も精 霊 に稲 の成 育 と豊 作 を祈 り， 稲 魂 の 逃 亡 を 防 ぐた

め の もので ，農 耕 儀 礼 の諸 特 徴 も稲 作 に収敏 して い る こ とが 注 目 され る。

　 しか も・ 彼 らの 焼 畑 は原 則 と して １年 で耕 作 を放 棄 し，連 作 を行 わ な い 。 とい う こ

とは Ｌａｍｅｔ族 の も とで は ，毎 年新 しく焼 畑 を拓 き， そ こで 陸 稲 栽 培 の比 重 が著 し く

高 い この 種 の 農 耕 が 営 ま れ る こ と にな る。 そ の結 果 ， 彼 らの焼 畑 は典 型 的 な 《 陸 稲 卓

越 型 》 よ ぶ に ふ さわ しい 特 色 を示 す もの に な って い る ので あ る。

　 と ころ が ， この Ｌａｍｅｔ族 の も とで は ， 以 前 に は シ コ ク ビエ が い ま よ り も も っ と大

量 に栽 培 さ れ て お り，そ れ を た くさん 食 べ て い た とい わ れ て い る ［ＩｚＩＫｏｗｌＴｚ　 ｌ９５１：

２４０］。 シ コク ビエ だ けで は な く， ア ワな どを 含 め た 雑 穀 類 の 栽 培 が か つ て は か な り盛

ん で あ った の で は な い か と考 え られ る。 ま た， 前 述 の よ う に Ｌａｍｅｔ族 に お け る 陸稲

の栽 培 は稲 魂信 仰 と深 く結 び つ い て い るが ， Ｉｚｉｋｏｗｉｔｚ に よ る と，　Ｌａｍ ｅｔ 族 で霊 魂

ん脚 を もつ の は人 間 と稲 の み で あ り， 他 の作 物 は い っさ い 霊 魂 （穀 霊 ）を も って い な

い 。 この よ うな点 か ら考 え て ，穀 霊信 仰 を伴 わ な い他 の雑 穀 類 は いず れ も 古 い 作 物

で ，穀 霊 （稲 魂 ） 信 仰 を伴 う稲 作 は， の ち にな って この Ｌｌａｍ ｅｔ族 の 地域 へ ， 他 か ら

伝 来 した も の と Ｉｚｉｋｏｗｉｔｚは 推 定 して い る の で あ る ［ＩｚｌＫｏｗｌＴｚ　 ｌ９５１：２４４］。．そ

の仮 説 は デ ー タ の裏 付 が やや 乏 し く， 説 得 性 も 必 ず しも 十 分 で は な いが ， と にか く

Ｌａｍｅｔ 族 の も とに お い て， 陸 稲 栽 培 が 今 日み るよ うに卓 越 化 す る以 前 に は ， 雑 穀 栽
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培 が盛 ん に行 わ れ て い た ら しい とい うこ と は い ち お う推 定 す る こ とが で き る。 つ ま り，

《雑 穀 栽 培 型 》 か ら《陸 稲卓 越 型 》 へ とい う焼 畑 様 式 の 変 化 が ， こ こで もみ る こ とが

で きるわ けで あ る。 た だ し， そ の 時期 や要 因 な ど につ いて は ，Ｌａｍｅｔ族 の資 料 だ け

で は必 ず しも明 らか に す るこ と は で き な い。

　 と ころ で ， この Ｌａｍ ｅｔ族 と 同様 の焼 畑 の タ イプ は東 南 ア ジァ大 陸 部 の熱 帯 ・亜 熱

帯 モ ンス ー ン林 地域 に は い くつ か 見 出 す こ とが で き る。

　 Ｇ・Ｃｏｎｄｏｍ ｉｎａｓの 調 査 した ベ トナ ム 中央 高 地 の Ｍ ｎｏｎｇ　Ｇａｒ族 の 焼 畑 は ，水 牛 の

供 犠 を行 う大 規 模 な儀 礼 を伴 う も のだ が ，焼 畑 の形 態 と して は ，陸 稲 を 主 作 物 と し，

原 則 と して １年 間 作 物 を 栽 培 し て， １０～２０年 ほ ど休 閑す る典 型 的 な 《 陸 稲 卓 越型 》 の

焼 畑 とい え る ［ＣｏＮＤｏＭＩＮＡｓ　 ｌ９７７：１３，１９５－１９８，２０９－２１０］。 ま た ， 筆 者 が最 近 に

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ハ　ニ　　　　　プ　ラン

調 査 した雲 南 省 南 部 の西 双 版 納 の 山地 に居 住 す る吟 尼 族 や布 朗 族 の 焼畑 も， 陸稲 を主

作 物 と し・ １年 間 作 物 を栽 培 した の ち耕 作 を放 棄 し，１０～ １５年 ほど 休 閑 す る もの が多

い。 そ れ らは 上ａｍｅｔ族 や Ｍ ｎｏｎｇ　Ｇａｒ族 の 焼 畑 と同 じ陸 稲 単作 型 の 特色 を もつ 焼 畑

の タイ プ とい う こ とが で き るが， そ こで は主 作 物 で あ る陸 稲 の ほ か ， サ トイ モや トウ

モ ロ コ シを は じめ ， モ ロ コ シ， ア ワ， カ ボチ ャ， キ ュ ウ リ， トウガ ラ シ， ゴ マ， ダ イ

ズ ， サ サゲ ・ と き に は シソや エ ゴマ な どの 作 物 が 栽 培 され る。 そ の う ち の い く種 類 か

の種 子 を混 ぜ 合 わせ ， そ れ を焼 畑 耕 地 の陸 稲 の 間 に 散 播 して栽 培 す ると い う ［佐 々木

（編）　 １９８４：４７－７０ユ。 つ ま り， こ こで も陸 稲 を主 作 物 と しな が ら， きわ めて 多 種類 の

作 物 が少 量 ず つ 混 作 され る状 況 が 出 現 して い るわ け で あ る。

　 この雲 南 の 地 域 か らタ イ北 部 へ 移住 した と い う歴 史 を もっ Ａｋｈａ （中国 で い う恰 尼

族 と同 じ種 族 ） や Ｍ ｅｏ （Ｈｍ ｏｎｇ）族 な ど の も とで も， 類 似 した 焼 畑 の 特色 が み られ

る。 Ｈ．　Ａ．　Ｂｅｒｎａｔｚｉｋ に よ る と，北 タ イ の Ａｋｈａ族 や Ｍ ｅｏ族 の焼 畑 も陸稲 を主 作 物

と し，栽 培 期 間 １年 を 原 則 と して い るが ， そ こで も キ ュ ウ リや そ の他 の ウ リ類 ， カ ラ

シナな どの 葉 菜 類 ， そ の ほ か各 種 の作 物 の種 子 が ， 陸 稲 と同 時 に混 播 され るこ とが 特

色 の一 つ と して指 摘 され て い る ［ＢＥＲＮＡＴｚｌＫ　 Ｉ９７０：４８０］。

　 とこ ろ で ， タ イ北 部 の焼 畑 農 耕 民 は ，一 般 にそ の農 耕 形 態 の 特 色 か ら， ① ｐｉｏｎｃｅｒ

ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓ あ る い は １ｏｎｇ　ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ－ ｖｅｒｙ　ｌｏｎｇ　ｆａｌｌｏｗ （‘‘Ｈｍｏｎｇ”） 型 ， ②

ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓ あ るい は ｓｈｏｒｔ　ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ－ ｌｏｎｇ　ｆａｌｌｏｗ （‘‘Ｈｉｌｌ　Ｌｕａ’ａｎｄ

Ｋａｒｅｎ”） 型 ， ③ ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓあ るい は ｓｈｏｒｔ　ｃｕｌｔｉｖａｔｉｏｎ－－ｓｈｏｒｔ　ｆａｌｌｏｗ

（“Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｔｈａｉ”）型 の三 つ に 分 類 され る とい わ れ て い る ［Ｗ ＡＬＫＥＲ　 ｌ　９７５：７－１０；

Ｋ ｕＮｓＴＡＤＴＥＲ　ａｎｄ　ＣＨＡＰＭＡＮ　 ｌ９７８：６－１３］。 そ の概 要 は ， 表 １に示 した 通 りで あ る

が ，ｐｉｏｎｅｅｒ　ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓあ るい は Ｈｍ ｏｎｇ 型 と い うの は， 陸 稲 を主 作 物 とす る と と
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表 １ タイ北部の焼畑農耕形態の ３類型

焼 畑 の 類 型

居住形態及び移動

位 置 （海抜高度）

自 給 用 作 物
と

商 品 作 物

耕 作 期 間

休 閑 期 間

農 法

土壌の肥沃度への影
響

個人 の土地 について
の権利

雇 用 労 働

長期耕作 ・超長期休
閑型（

Ｈｍｏｎｇ型）

特定 の期間集塊村を営む
。土壌条件が悪化す

ると，村落を解体 し，移
動す る。

高 地（海抜
１０００ｍ 以上）

トウモ ロ コ シ

ケ シ

３～ ４年

短 期 耕 作 ・長 期 休 閑

型

（ＨｉｌｌＬｕａ，ａｎｄ
Ｋａｒｅｎ 型）

恒久的村落を営む。個
人が山地の村落間を移動す

るほか，低地へ
も移動する。

中位 の 山地 帯（海

抜 ５００－１０００ｍ）

陸 稲

陸 稲

１ 年

４０年以上 ７～ １２年

短期 耕作 ・短 期 休 閑

型

（ＮｏｒｔｈｅｒｎＴｈａｉ型）

低地に恒久的村落を営む
。個
人は低地の集落間を

移動する。

未開墾の河岸段丘ある
いは山麓地帯

（海抜 ３００－６００ｍ）

陸 稲

落花生，大豆，その
他 の豆類

１ 年

２ 年

鍬による深耕，完全な
除草。 トゥモロコシー
ケ シの輪作

長期 に亘 る地力の減退，草地化
，森林の消滅

耕地 が放棄 されるまで
個人 の所有権がある。

労働者を雇 う側 。労働
力を他に売 らない。

手作業 によ る伐採 と除
草，鍬 による耕作 な し

手作業による伐採 と除
草 （陸稲）。鍬耕作 （落花生）

十分な休閑期間を確保
することにより肥沃度
確保

村落の共有地 内におい
て世襲的用益権 があ る。

雇用労働は農家収入の
一部をなす。

不十分な休閑期間によ
り肥沃度減退

村落共 同体 内でみ とめ
られた用益権がある。

雇用労働は農家収入 の
一部をなす

。

（［Ｋ ｕＮｓＴＡＤＴＥＲ　ａｎｄ　ＣＨＡＰＭＡＮ　 １９７８：Ｔａｂｌｅ　Ｌ　１］ に よ る）

もに焼 畑 で ケ シを 換金 作 物 と して大 量 に栽 培 す る焼 畑 民 の こ とで あ る 。彼 らの多 くは

海 抜 高 度 の や や高 い斜 面 に あ る山地 常 緑 林 （照 葉 樹 林 ） を伐 採 して焼 畑 を造 成 す るが

集 落 の移 動 性 が高 い と こ ろ か らそ の 名 があ る。 比 較 的 近 い過 去 に 中国 か ら ラオ ス な ど

を経 由 して北 部 タ イへ 移 住 して きた Ｙａｏ族 ，　 Ｍ ｅｏ 族 は じめ Ｌａｈｕ，　Ｌｉｓｕ，　Ａｈｋａ な

ど の諸 族 が それ に属 す と い う。Ｗ ．　Ｒ．　Ｇｅｄｄｅｓが謂 査 した タ イ北 西部 の Ｂｌｕｅ　Ｍ ｅｏ族

の村 々 な どは ，典 型 的 な この タ イ プ の焼 畑 を営 む 例 で， そ こで は陸 稲 が主 作 物 と して

栽 培 され て は い るが ， そ の比 重 は小 さ い。 Ｍ ｅｔｏ村 の例 で は 陸稲 の栽 培 面 積 は全 耕 地

（焼 畑 ）の 約１７％ に対 し，ケ シの 栽 培 面 積 は８３％ た も達 して い た と い う ［ＧＥＤＤＥｓ　 ｌ９７６：

１３１，１５７－１６０］。 だ が ， この よ うな ｐｉｏｎｅｅｒ　ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓの村 で もｔ’陸 稲 と と も に雑 穀

類 や 果 菜 類 を 混 播 ・混 植 す る慣 行 が み られ た よ うで あ る。 筆 者 が １９７４年 に ご く短期 間

訪 れ た チ ェ ンマ イ近 郊 の Ｗ ｈｉｔｅ　Ｍ ｅｏ族 の村 は海 抜 高 度 約 １３００メ ー トル ，・い わ ゆ る混

，
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交 林 と山 地 常緑 林 （照 葉樹 林 ） の 境 界 付 近 に位 置す るが ， こ こで も， か つ て は大 量 の

ケ シを 栽 培 して い た 。 だ が ， それ と は別 に造 成 す る陸稲 を主 作 物 とす る焼 畑 で は ，ア

ワや シ コ ク ビエ ， あ るい は カ ボ チ ャや キ ュ ウ リそ の 他 の作 物 を 混作 して い た と い う。

ケ シ栽 培 を 営 まな くな った 現在 も《陸 稲 卓 越 型 》 の焼畑 は営 ん で お り， 陸稲 は モ チ種

と ウル チ 種 の 双 方 を 栽 培 し， ア ワにつ い て も調 査 当時 ，少 な くと も ２種 類 以 上 ， そ の

うち モチ 種 が １種類 栽 培 され て い た こ と を確 認 して い る。 ま た ， シ コ ク ビエ は主 と し

て 酒 造 原 料 だ と され て い た 。

　 いず れ に して も ｐｉｏｎｅｅｒ　ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓとい わ れ る人 た ち は・ 商 品作 物 と して ケ シを

大 量 に焼 畑 で栽 培 す る こ とを特 色 と して い るが ，自給 作 物 をつ くる焼 畑 で は 詳 細 に み

る と， 陸 稲 を 中心 に雑 穀 類 や果 菜 類 な どを 混 播 ・混 植 す る伝 統 が今 日ま で よ く伝 え ら

れ て い る。 この事 実 は ， ケ シ栽 培 を伴 わ な い 自給 的 な焼 畑 の 本 来 の 特 色 を 考 え る うえ

で 重要 で あ る 。 だ が ， そ の こ と は② の 類 型 に当 る ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　ｓｗｉｄｄｎｅｒｓの特 色 を検 討

す る こ とに よ って一 層 明 らか にな る。

　 ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　ｓｗｉｄｄｎｅｒｓあ るい る Ｈｉｌｌ　Ｌｕａ’ａｎｄ　Ｋａｒｅｎ 型 とい われ る焼 畑 は ，① の 類

型 の もの と異 り，換 金 作 物 の 栽 培 は ほ とん ど行 わず ，主 と して 海 抜 １０００メー トル以 下

の低 地 の混 交 林 帯 で 二 次 林 を伐 採 して焼 畑 を営 む 。主 作 物 と して の陸 稲 の比 重 が 大 き

く，多 くの場 合 ， １年 間 作 物 の栽 培 を行 い ，少 な くと も ６～ ７年 ， 長 けれ ば１２～１５年

程 度休 閑 す る。 栽 培 と休 閑 の 期 間 が か な り規 則 的で 安 定 した 焼 畑 を 営 み ，集 落 の 定着

度 も高 く，小 規 模 な水 田 を営 む もの も少 な くな い。 タ イ北 部 で ， この よ うな焼 畑 を営

む の は ， Ｌｕａ’（Ｌａｗａ），　Ｋ ｈｍ ｕ，　Ｈ ｔｉｎ な どの オ ス トロア ジア語 系 の民 族 及 び Ｋａｒｅｎ

族 の人 た ちだ と いわ れ て い る。

　 な お， 北 タ イ に お け る焼 畑 の第 ３の類 型 と して は ，前述 の よ うに ｉｎｃｉｐｉｅｎｔ　ｓｗｉｄ－

ｄｅｎｅｒｓあ るい は Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｔｈａｉ型 とよ ば れ る タ イプ が あ げ られ る。 これ は タ イ系 の

水 田農 民 の う ちの 貧 農 層 が ，人 口圧 に よ って 水 田地 帯 か ら押 し出 され ，主 と して低 地

の 亜 熱 帯 落 葉 樹 林 帯 （乾 燥 フタバ ガ キ林 ） で不 安 定 な 焼 畑 を 営 む もの で あ る。 こ れ は

比 較 的 最 近 に な って形 成 され た新 しい焼 畑 の類 型 で， 今 回 の 考 察 か らは 除 外 す る こ と

に した い。

　 さ て ，ｅｓｔａｂｌｉｓｈ　ｓｗｉｄｄｅｎｅｒｓを代 表 す る好 例 と して は，　Ｐ．　Ｋ ｕｎｓｔａｄｔｅｒ らに よ り詳

細 な調 査 が行 わ れ た タ イ北 西部 の Ｌｕａ’族 や Ｓｋａｗ　Ｋａｒｅｎ 族 の焼 畑 を あげ る こ と が

で き る。 そ の報 告 ［ＫｕＮｓＴＡＤＴＥＲ　ｌ９７８：７４ １３３］ に よ ると ， 彼 らの焼 畑 は タ イ北

西 部 Ｍ ａｅ　Ｓａｒｉａｎｇ 地 区 の 海抜 高度 ７００～８００メ ー トル の 混交 樹 林 に お お われ た丘 陵 地

帯 に展 開 す る。 さ きの Ｌａｍｅｔ族 の場 合 と同 じ く， 彼 らの 焼 畑 は， １年 間 だ け作 物 の
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栽 培 を行 う典 型 的 な単 作 型 の焼 畑 で あ るが ， そ の造 成 は １月 か ら ２月 に森 林 を 伐 採 し，

３月 末 頃 ま で に火 入 れ を行 う。 そ の火 入 れ の 日に は村 の呪 術 師 が水 牛 を供 犠 して 農 耕

の成 功 を精 霊 に祈 る。 そ の あ と イモ類 や トウモ ロ コ シ，棉 な ど を焼 畑 耕 地 の 一 部 に植

付 けた あ と ，焼 跡 の 整 理 ・地 持 え を行 い ， ４月 中旬 か ら主 作 物 の 陸 稲 の播 種 を 行 う。

播 種 の方 法 は 若 者 が鉄 の 刃先 の つ いた 播 種 棒 で 耕 地 面 に小 穴 を つ くり， そ こへ 女 ・子

供 が籾 を 蒔 く。穴 の 間 隔 や播 種 量 が一 定 せ ず ，発 芽 後 の 陸 稲 の 粗 密 が 著 しい が ， そ れ

は第 １回 の 除 草 （陸稲 が１５～ ２０セ ンチ ほ ど に生 長 した 頃 ） の と き に間 引 い た り，移 植

した り して調 整 す る とい う。

　 陸稲 の 品種 は 多数 に の ぼ るが， ウル チ 種 で ラ ウ ン ド ・タ イ プ の 晩生 種 の 稲 が も っ と

もひ ろ く栽 培 され て い る。 それ を 中心 に数 種 類 以 上 の 陸 稲 が 各 世 帯 で 栽 培 さ れ ， そ

の な か に は モ チ種 が た いて い含 ま れ る とい う。 この 陸 稲 が彼 らの焼 畑 に お け るも っと

も主 要 な作 物 で あ る こ と は間 違 い な い が ，そ の ほ か に も きわ め て多 種 類 の作 物 がそ こ

で は栽 培 され て い る。 例 え ば 焼畑 耕 地 の境 界 の とこ ろ に は モ ロ コ シが 列 状 につ く られ

る。 境 界 を明 確 に し， 万 が 一 に も他 人 が稲 を刈 り と った り して， 稲 魂 を怒 らせ た り

しな いた め だ と い う。 ま だ 　 コ シ ョウや 棉 が陸 稲 の 間 に点 々 と間作 され る こ と も あ

る。　 トゥモ ロ コ シは， 既 述 の よ うに ， 火 入 れ 直 後 の耕 地 の 処 々 に点 播 され ， これ は

陸 稲 に先 立 ち ６月末 か ら ７月 に収 穫 さ れ る１）。 トウモ ロ コ シ と と も に補 助 食料 と して

重要 な の が ， 同 じよ う に焼 畑 で 栽 培 され るダ イ ズ や そ の他 の豆 類 （１）ｏｌｉｃｈｏｓ　 ｌαｂｌａｂ，

Ｄｏｔｉｃｈｏｓ　ｓｐ・，　Ｐｈａｓｅｏｌｕｓ　ｓｐ・，　Ｐｓｏｐｈｏｃａｉｐｕｓ　ｔｅｒａｇｏｎｏｌｏｂｕｓな ど）で ， その ほか 数 種 の サ ト

イ モ とサ ツマ イ モ ， ダ イ ジ ョ，マ ニ オ ク及 び コ ンニ ャ ク イモ な どの芋 類 が あ る。 ま た

Ｌｕａ’ 族 に お け る も っ と も重 要 な野 菜 とい わ れ る ２種 類 の カ ラ シナ も陸 稲 の 間 に散 播

され る し，多 くの種 類 の カ ボ チ ャ，ウ リ，キ ュ ウ リ，ヒ ョウタ ンの 類 （ＬＵＬＺ７Ｔａ　ａｃｕｔａｎｇｎｔａ，

Ｌａｇｅｎａｒｉａ　ｌｅｕｃａｎ　ｔｈａ，　Ｃｕｃｕｒｂ　ｉｔａ　ＰｅＰｏ，　Ｔｒｉｃｈｏｓａｎｔｈｅｓ　ｓｐ．，そ の 他 ）も焼 畑 で ひ ろ くつ く ら

れ る。 そ の他 ，既 述 の モ ロ コ シの ほか ， ハ トム ギ ， ア ワ， シ コク ビエ な ど の雑 穀 類 や

ゴマ な ど が ，焼 畑 耕地 や そ の縁 辺 に沿 って栽 培 され て い る と い う。

　 こ の よ う に Ｌｕａ’族 や Ｋａｒｅｎ 族 の 焼 畑 で は 陸 稲 を 主作 物 とす る とは い う も の の ，

陸稲 を栽 培 す る 同 じ焼 畑 耕 地 に ， きわ め て 多種 類 の作 物 を混 作 す る こ とが 特 色 とな っ

て い る。 この 焼 畑 で は播 種 が 終 って しば ら く した ５月 末 な い し ６月 初 旬 か ら除 草 作業

が は じめ られ る。少 な くと も ３回 の除 草 を行 った あ と ，早 生 種 の陸 稲 は ９月末 頃 か ら

収 穫 を は じめ， １０月 か ら１１月 末 頃 ま で にか けて 本 格 的 な 陸 稲 の 収 穫 が行 わ れ る。 鉄 鎌

１）Ｌｕａ’族の焼 畑は原則 と して耕作期聞 １年 の 《陸稲単作型 》 であるが， ときにはコシ ョゥや

棉を陸稲 を収穫 した後の ２年 目の焼畑耕地 につ くる例 もあ る。 しか し， この例は必ず しも多 く

はない という。
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を 用 い て 株 か ら「２５ｃｍ ほ ど の と ころ を刈 る と い う。 そ の 間 に 陸稲 と混 作 さ れ た 他 の

作 物 の収 穫 も行 わ れ ，１２月 中 旬 頃 ま で に は ，す べ て の収 穫 儀 礼 も終 り， 彼 らの暦 の新

年 を迎 え る こ とに な る と い うの で あ る。

　 Ｌｕａ’族 や Ｓｋａｗ　Ｋ ａｒｅｎ 族 の焼畑 にお け る作 物栽 培 の特 色 は上 述 の 通 りで あ るが ，

そ こに み られ る特 徴 は ，前 に も くり返 し述 べ た よ うに， 陸 稲 を主 作 物 と しな が ら も，

著 しい 混作 が行 わ れ る と い う こ とで あ る。 そ の 程 度 は ， 既述 の Ｌａｍｅｔ族 の そ れ を は

るか に凌 駕 す るも ので あ る。

（３） 東南 アジア大陸部における陸稲化現象とその時期

　 この よ うな 上ｕａ’族 や Ｓｋａｗ　Ｋａｒｅｎ族 の焼 畑 にみ られ る特 徴 は， 東 南 ア ジァ大 陸

部 の亜 熱 帯 モ ンス ー ン林帯 （あ るい は混 交 林 帯 ） にひ ろ く分 布 す るい わ ゆ る《 陸稲 卓

越 型 》 の焼 畑 の古 い姿 を復 元 す る際 の重 要 な手 掛 りを与 え るもの で あ る。 す な わ ち ，

こ の種 の焼 畑 で は ，多少 の 程 度 は異 って も，必 ず 同一 の 耕 地 で 他 の作 物 と陸 稲 との混

作 が行 わ れ て い る。 しか も， そ の 混作 され る作 物 の 中 に はハ トムギ ， モ ロ コ シ， ア ワ，

シコ ク ビエ な どの雑 穀 類 が必 ず存 在 す る。 そ の ほか ， 若 干 の イモ 類 を 除 くと，豆 類 や

ウ リ類 な ど多 くの 種 類 の作 物 が 同一 の耕 地 で 作 付 され て い るの が普 通 で あ る。 これ ら

の作 物 は， も と も と雑 穀 栽 培 を 中心 とす る農 耕 複合 体 ｍｉｌｌｅｔ　ｃｏｍ ｐｌｅｘ の 中核 を構 成

す る作 物 群 で あ る こ とが注 目され る２）。

　 な かで もハ トムギ ， モ ロ コ シ， ア ワ， シ コク ビ ェ な どの 雑 穀 類 に つ い て は ，現 在 は

ｍｉｎｏｒ　ｃｒｏｐｓにす ぎな い が ，東 南 ア ジァ の大 陸 部 に お いて は， か つ て は も っ と大 量 に

栽 培 され て いた とい う伝 承 が ， 前 述 の Ｌｌａｍｅｔ 族 は じめ各 地 に存 在 す る。 例 え ば 中

国 広 西壮 族 自治 区 陽朔 県 の瑞 族 の もとで も， い ま は 陸稲 が焼 畑 の主 作 物 と な って い る

が ， 以 前 に は焼 畑 に ア ワを 散播 して 大 量 に つ くった とい う。 そ の他 西 双 版 納 の 恰 尼

族 や 布 朗 族 な どで もか つ て は ア ワな ど の雑 穀 の 栽 培 量 が 多 か った よ うで あ る ［佐 々木

（編 ）　 １９８４：５２－５６］。 この よ うな事 実 は， 雑 穀 栽 培 型 の 農耕 複合 体 に 属 す る ウ リ類

や 豆 類 な どの 作 物 が セ ッ トを つ く りな が ら， きわ め て ひ ろ く分布 す る事 実 と相 侯 つて ，

雑 穀 栽 培 型 の作 物 複合 体 が， かつ て は東 南 ア ジ ァ大 陸 部 の 山地 の照 葉 樹 林 帯 あ る いは

丘 陵 の 亜 熱 帯 な い し熱帯 モ ンス ー ン林 （雨 緑 林） 帯 の 焼畑 に ， か な りひ ろ く拡 って い

２）中尾佐 助によると，アフ リカとイン ドのサバ ンナ地域 に起源 したサバ ンナ（雑穀）農耕文化 は，
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ミレツト

　 モロコシ， シコクビエ， トウジンビエ，アワ，キ ビなどの雑穀類 キマ メや菜豆属，その他 の

　 夏作の豆 類，キュウ リ，ナス，各種の ウ リや ヒョウタ ンなどの果菜類，それに ゴマなどの油料

　 作物が加 って，その主要作物群を構成する ことが特色だ とい う ［中尾　 １９６６：７８－１０２］。つま り，　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ミレツト

　 ｍｉｌｌｅｔ　ｃｏｍｐｌｅｘ は， もともと夏作 の雑穀を中心 に豆類 　果菜類 　油料作物な どを中心 に構成

　 され ることがその特徴なのである。
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たことを思わせるものである。

　 すでに別のところで詳しく述べたので再説は避けるが ［佐々木　１９８３：２７３－２８２］，

稲は夏作の禾本科作物の一つであり，それは夏作の禾本科作物のコンプレックスであ
　 ミレツト

る雑穀の複合体が，その起源地の周辺部において湿地にも適応するミレットの一種 と

して開発 し，栽培化された作物だと考え られる。つまり稲 という作物は，もとは数多 く

の雑穀類の一つとして起源したものであり，おそらくその初期の段階では水稲的な性

格も陸稲的性格も未分化な 状態の作物であったとされているのである ［渡部　１９７７：
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ミレツト
１６］。 しかも， この栽培稲を生み出す母胎 となった雑穀の複合体は，もともときわめ

て多種類の作物群から成 り，主作物であるミレット類をはじめ，豆類や果菜類，さら

には油料作物など，幾種類 もの作物を同一の耕地に混播 ・混作することが，その農耕

形態のもっとも重要な特色の一つ とみ なされて きた ［中尾　１９６７：４０１；ＳｃＨＬＩＰＰＥ

ｌ９５６：１１３－１２２］。

　 このような条件を背景に東南アジァの初期の焼畑における作物栽培の状態を推定す

ると，水陸未分化な原始的な稲を含む雑穀栽培が，かつてはひろく行われていたもの

と考えられる。おそ らく，そこでは陸稲的な性格を有する原始的な稲はその他の雑穀

のひとつひとつとほぼ同等の比重で混播され，それに加えて豆類や果菜類など多数の

作物が同一の耕地で混作されていたに違いないと考えられるのである。現在でも，典

型的な《雑穀栽培型》の焼畑を営む例としてあげた北西ビルマの Ｃｈｉｎ族などでは，

複雑な混作がいまも行われていることは前にも述べたとおりである。おそ らく稲作が

雑穀作の中か ら分化する以前の原初的な畑作の状態は，それに近いものであったので

はなかろうか。

　 いずれにしても，このような混作が行われていた原初的な畑作の状態の中から，水

稲と陸稲が しだいに分化 して くる。そうして東南アジアの焼畑においては，種々の理

由か ら陸稲が しだいに選択され，その陸稲が焼畑において優占的に栽培される傾向が

あらわれてくるのである。その結果，陸稲が焼畑の主作物となり，その他の作物がい

ずれもｍｉｎｏｒ　ｃｒｏｐｓになって しまう現象が進行 してきたわけである。 私が《陸稲化

現象》とよんだものは，まさしくこうしたプロセスをさしたものということができる。

　では，このような《陸稲化現象》が，東南アジァの大陸部で進行 しはじめるのは，

いつ頃からのことであり，その背景はどのようなものだろうか。この問題は，容易に

解答を得にくい難 しい問題であるが，さし当ってのところ，その時期の問題などをめ

ぐり，次の点を指摘 しておくことにしたい。

　まず，最近の渡部忠世の東南アジァ大陸部におけるイネの作物史的研究によると，
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陸稲的性格をもつ と考えられるラージ ・タイプの籾の消長から判断して，古い時代に

は 「陸稲の種類は一般の畑地の作物だったわけで，けっして焼畑 といった特殊な状況

下でしか栽培されなかったのではない」とされている。 しかし，タイにおいては１０世

紀頃を過ぎると，平野部には水稲が拡がり，陸稲はしだいにマージナルな地域へ後退

してゆ く。そうして 「１６世紀頃以降は，陸稲の種類は……おそらく山岳地帯の作物と

してのみ残存する」ようになることが指摘されている ［渡部　１９７７：１０３］。

　また， 最近の高谷好一の研究 によると ［高谷　１９８５：２００－２０６］，東南アジァで は

イモやサゴなどを常食とする人たちの間に，紀元前１０００年紀頃になると，はじめて稲

作が拡っていったという。これは ドンソン・ドラム （銅鼓）を伴う文化の動きと対応

すると想像されるので，《ドンソン型稲作》とよぶと，それには次のような技術的特

色があったという。①丸い （短）粒形の稲を持ち・②掘棒，大鎌 蹄耕などで本畑な

いし本田準備を行ない，⑧穂摘みを していたというものである。このうち短粒型の稲

については，分布の特色か ら，その拡散にはアワやモロコシなどの雑穀類が伴ってい

たらしいと高谷は想定 している。いわゆるドンソン文化期の遺跡から出土する磨盤や

磨棒も，雑穀類の製粉に用い られた 「すりうす」と 「すり棒」だと推定 している。つ

まり，東南アジアにおける初期の稲作の展開は，雑穀類を伴 って　　言葉を換えれば

稲 と雑穀の複合体が組合わさって一 拡散 したと考え られるのである。

　 さらに高谷は，『階書』 （「真膿伝」）・の記載や最近の石沢良昭らの碑文研究の成果を

援用 しながら，東南アジァ大陸部では比較的早い時期にインド型の稲作が展開したカ

ンボジアの平原においても，７～ ８世紀頃には現在よりはるかに多量の雑穀類がつく

られていたことを明らかにしている。また陸稲田 （ｓｒｅ　Ｐｒａ　ｒｋ）とは別に焼畑 （ｃａＷｈｋａ）で

はアワを含めた雑穀類やワタ，ゴマ，マメ，ショウガ，アブラナなどがつ くられてい

たことも明らかにしている ［高谷　１９８５：２１Ｐ－２１２］。

　 このような焼畑において雑穀の栽培が優越する状況は，周辺地域ではさらに後の時

代までつづいたものと考えられるのである。その結果，焼畑作物のなかで陸稲が卓越

してゆく，いわゆる《陸稲化現象》は，少な くとも１３，１４世紀頃以降，地域によって

はもっと新 しい時期を中心に急速に進んだのではないかと想像 されるのである。この

場合，山間の盆地や河谷において，水田稲作農耕が確立して，その文化的・技術的イ

ンパ クトが山地の焼畑民にも及び，その影響下で，いわゆる《陸稲化現象》が促進さ

れたのではないかと私は考えている。

　 すでに指摘 したように，Ｌａｍｅｔ族においては霊魂をもつと考えられているのは人

間と稲だけであり，雑穀をはじめ他の作物はそれを有 しているとは考えられていない。
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とい う ことか ら， Ｉｚｉｋｏｗｉｚ は ，雑 穀 が古 く伝 来 し，そ の の ち に稲 （陸稲）が 稲 魂 の 観

念 とと も に Ｌａｍｅｔ族 に もた らされ た と推 定 した の で あ る。 陸稲 化 現 象 の結 果 ， 《陸

稲 卓 越 型 》 の 焼 畑 を 営 む よ うに な った人 た ち の な か に は ， こ の Ｌａｍｅｔ族 と 同 じよ う

に ，水 田稲 作 農 民 の そ れ と きわ め て よ く似 た稲 魂 の観 念 を有 して い る もの が少 な くな

い。 前述 の Ｌｕａ’族 を は じめ ，　Ｍ ｎｏｎｇ　Ｇａｒ 族 や雲 南 の布 朗 族 な ど ・ その 例 は 数 多

い。 これ らの 人 た ち の も とで は ， い ず れ も稲 魂 が怒 らな い よ う ，逃 げ な い よ う に焼 畑

農 耕 の い ろ い ろ な段 階 で儀 礼 を 行 って い るの が特 徴 的 で あ る 。 お そ ら く，彼 らの 多 く

は ，Ｉｚｉｋｏｗｉｔｚ が 想 像 した よ う に， 稲 と と もに稲 魂 の観 念 を ，直 接 あ る い は間 接 に水

田稲 作 農 民 か らう け と って ，焼 畑 に お け る 陸稲 化 現 象 を推 しす す め た とみ て よい の で

はな か ろ うか 。

　 そ の 際 ， 陸 稲 卓 越 型 の焼 畑 を 営 む村 む らで は ，焼 畑 農 耕 儀 礼 の な か の も っ と も重要

な 局 面 で 水 牛 の 供 犠 を行 う例 が少 な くな い。 お そ ら く， それ も平 野 の水 田農 耕 民 か ら

の 文 化 的 影 響 の 顕 著 な 結 果 の ひ とつ とみ る こ と が で き る よ うで あ る。

　 この よ うな 水 田 農 耕民 との接 触 の結 果 ，焼 畑 民 の も とで水 牛 の 供 犠 が 行 わ れ るよ う

にな った 事 実 を 象 徴 的 に 示 す興 味 深 い神 話 と儀 礼 の存 在 を 田邊 繁 治 は 報 告 して い る。

　 す な わ ち ， チ ェ ンマ イ の 町の 西 に そ び え る ドー イ ・ス テ ー プ 山麓 に あ る タ イ 族 の

パ ーチ ー村 で は ， い ま も この土 地 を守 護 す る Ｌｕａ’族 の精 霊 に対 し，毎 年 ， 定 期 的 に

水 牛 の 供 犠 を 行 って い るが ， そ こで は次 の よ うな 内容 の神 話 が 伝 え られ て い る。

　 　「昔 ，釈 尊 が仏 教 を ひ ろ め るた め こ の地 にや って き た と き，野 蛮 の民 で あ る Ｌｕａ’

　 　族 の プ ーセ ， ヤ ーセ （Ｌｕａ’族 の精 霊 の老 夫 婦 ）た ち は， 人 間 を 食 う習慣 を も って

　 　 いた 。 この た め ， プ ー セ ， ヤ ー セ は釈 尊 に対 して ，少 しで も よ いか ら人 間 を食 べ

　 　 る こ とを 許 して ほ しい と願 った 。 だ が ，釈 尊 は お許 しにな らな か った 。 そ こで彼

　 　 らは水 牛 の 肉 で が まん す る か らと お願 い し，水 牛 の 所 有 者 の 許 可 が あ れ ば よ い と

　 　 の 許 しを 得 た 。 そ れ で プ ー セ ， ヤ ー セ は，人 間 を食 べ な い と誓 い を 立 て た 。一 方 ，

　 　 プ ー セ， ヤ ーセ の子 ス テ ー ワ は釈 尊 の教 え を守 り， 殺 生 を せ ず ，森 に 隠棲 した 。

　 　 ドー イ ・ス テ ー プ の 名 は こ の 隠者 ス テ ー ワの 名 に 由来 す る。 プ ー セ ， ヤ ー セ とそ

　 　 の 子供 た ちが死 ん だ後 ，彼 らは精 霊 とな って ドー イ ・ス テ ー プ 山 に 出没 して 村 人

　 　 を悩 ませ た 。 そ こで村 人 た ち は祠 を設 け て ， 水 牛 の供 犠 を行 い， プ ー セ ， ヤ ー セ

　 　 た ちの霊 を供 養 す る よ う に な った 。」 ［田邊 　未 刊 ］。

　 こ こで 注 目 した い の は，「食 人 」 か ら 「水 牛供 犠 」 へ の移 行 と い う モチ ー フを め ぐ る

問題 で あ る。 この話 で い う 「食 人 」 は カニ バ リズ ムを 意 味 す るので は な く， お そ ら く
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首狩りの習俗と関係するものと思われる３）が，この食人 （首狩 り）から水牛供犠への

移行という神話的表現は，歴史のある時点で起った Ｌｕａ’族社会内部の変化と深 く関

係 しているように思われる。 その変化は， ８～ ９世紀頃以降に進行 した焼畑 農耕 民

Ｌｕａ’族 と平地の水稲耕作民 Ｍｏｎ族 （のちにはタイ族） との接触 によって生 じた と

考え られるのである。

　一般にチェンマイ盆地の西縁では Ｍｏｎ族の政治的支配が確立する西暦８００年頃ま

で，、先住の Ｌｕａ’族が展開 していた。彼らは ドーイ ・ステープの山麓から現在のチェ

ンマイ市街にかけて三つの囲郭遺跡を残 している。とくにウィエン ・ノブブ リは後に

タイ族によリチェンマイ城が築かれる位置にあり・その囲郭の中心柱サオ ・インタキ

ンにおいては，以前には Ｌｕａ’族の大規模な水牛供犠が行われていたと田辺は想定 し

ている。 いずれにしても， ８～ ９世紀の頃， Ｌｕａ’族は平地にまで進出し・Ｍｏｎ族

などの水田農耕民と接触 していた。こうした水田農耕民との接触過程を通 じて焼畑農

耕民の文化に大 きな変化が生 じ，「食入」（首狩り）から 「水牛供犠」への転換が進行

したものと考え られる。おそ らく，古い焼畑文化においては，雑穀栽培が大 きな比重

を占めていたが，この種の稲作文化との接触により陸稲のもつ比重が著 しく増大 し・

水牛供犠の盛行とともに，陸稲化現象 も進行 したと想像されるのである４）。

　 上記の神話を紹介 した田邊繁治も 「プーセ，ヤーセの神話はきわめて Ｔｈａｉ族的な

３）北タイの Ｌｕａ’（Ｌａｗａ）族 と近縁関係 にあ る北 ビルマや 中国 ・雲南省南部の Ｗａ （侃）族の

もとで は，比較 的近年まで首狩 りの習俗が伝承 されていた。また そこでは《雑穀栽培型》の特

色 を留 める焼畑や水牛や牛を大量に供犠する儀礼が行われていた こともよ く知 られてい る。

　 雲南省西盟１瓦族 自治県岳宋 （海抜高度約１４００メー トル）の例 によると， ７月 頃に森林を伐採

したあと，乾燥させて火入れを行 い，まず，豆類 （小青豆 ，黄豆 など）あるいはソバを播種 し，

その収穫後， もう一度火入れを したあと陸稲を播種す る。 ここで も男が掘棒 を使 い，女が点播

する。 ３回の除草 （専用の除草具あ り）を行 ったあ と，穂刈 りの方法で収穫する。鑓の上に刈

りとった稲穂をひろげ，足踏みあるいは叩棒 で脱穀す る。そのあと，よい土地で は鋤で浅耕 し

て陸稲を散播するのに対 し，普通の土地では鋤 耕はせず小紅米 （シコクビエ ？）を栽培 し，そ

の収穫 後には休閑 （５～ ６年）する。陸稲は大 型の木箱，その他 の豆や雑穀は太 い竹筒 （４～

６斗入 り） に入れて貯蔵す るとい う ［《民族問題五種叢書 》雲南編輯委員会 （編）　 １９８３：４－７］。

　 また∫この地域では，かつて は村落の安寧 ・家畜の安全 ・作物の豊穰を祈 る儀礼 として首狩

りが盛んであ った。だが，現在では，それ に代 って １月か ら６月 まで の間 に大量の牛を供犠す

る ６６欣牛尾 巴”の行事 が行われている。供犠 される牛 の数 は驚 くべ きもので， 岳宋 （戸数 ４０７

戸）では毎年約３００頭，例 えば１９５６年後半か ら５７年前半 までの １年間には２７４頭の水牛 と黄牛が

供犠されたという。 しか も，そ の約７０％ は僅か３４戸の富裕な家で供犠 したとい うか ら， この儀

礼は一種 の勲功祭宴 としての機能 も有 して いた と考え られ る。 この間， ４月下旬か ら５月上旬

にはもっとも重要な行事の一つである木鼓 （材木太鼓）の祭 りが各村 落で行われる。 このとき，

かつては毎年新 しい人の首を供え る必要 があ ったが，現在で は水牛 と黄牛 の供犠が，それに代

って行われ るよ うにな った という。「《民族問題五種叢書》雲南編輯委員会（編）　 １９８３：３１－３２．
１５０－１５１］ｏ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、

　 なお，本稿 では焼畑農耕民の行 う水牛供犠は水 田農耕民 か らの直接あるいは間接的な文化的

影響の結果 と考え る立場で議 論を展開 してきた。 しか し， この Ｗ ａ族 の例な どをみていると，

焼畑民の もとにおける水牛の供犠のすべてが水田農耕民 か らの影響 といえ るか否か，若干 の疑

問を残 さざるを得 ない。後の考察をま ちたい。
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表出であるが， それは先住民 Ｌｕａ’族が平地の水稲耕作民との接触 によって稲作文化

を受容 しつつあった転換のプロセスを反映するものであろう．そして，この変化は，

古 く８～ ９世紀か ら開始され，驚 くべきことに今日に至るまで北タイの山間の谷筋で

進行 しているのである」と述べている。

　 このようにみて くると，詳 しい歴史的考察はまだ十分にできていないが，いちおう

の見通 しとして，東南アジァ大陸部における陸稲化現象は，低地の水田稲作文化の何

らかのインパ クトのもとで進行 したものと考えることができるのではなかろうか。そ

の時期は，渡部忠世 らが示す東南アジア稲作史の大きな動きなどからみても，また，

「かつては雑穀類をいまより多 く栽培 していた」という伝承が各地に伝えられている

という事実か らみても，決して非常に古いものではないということができる。前述の

ように，古い場合には， ８～ ９世紀頃にまで遡 ることもあるが，陸稲化現象の多くは

１３～１４世紀頃以降，そのなかでもかなりのものは，せいぜい最近２００～３００年以内に起

った出来事 とみてよいのではなかろうか。これが現時点における私のいちおうの見通

しである。

　それにしても，いままで雑穀やイモなどをつ くっていた人たちが，陸稲を大量に栽

培するようになったのは何故だろうか。これは単なる文化的インパ クト以外に，稲あ

るいは米のもつす ぐれた性格 と関連 している点が少なくないと考え られるが，この点

については，後にもう一度問題にすることとしたい。

３． 東南 アジア島嶼部におけるく陸稲卓越型〉焼畑と陸稲化

　　現象の進展

（１）　島嶼 部 におけるく陸稲卓越型〉の焼畑

　　　　　 《根栽型》から《陸稲連作型》へ

東南アジァ大陸部の焼畑が，陸稲化という視点から区分 した場合，《陸稲＝雑穀型》

４）１９６３年，北西タイの Ｌａｗａ（Ｌｕａ’）族の村を訪れ た大林太良は，そこで は陸稲を １年間栽培

し， ７年閤休閑する《陸稲卓越型 》の焼畑が営まれていた という ［大林　 １９６４ｂ：５０］。 また，

そこでは 「水牛及び豚の供犠 が重要であ って，水牛のそれ は ５年乃至５０年間隔で行われ，その

際に木 製の供犠柱がたて られ る……。 これ らの供犠柱や家の千木にみ られ る精巧な彫刻のモチ
ーフは

，すでに何 らかの高文化 の影響のあった ことをわれわれ に示唆 して いる」 と述べている。
また，「Ｌａｗａ族の分布地域 は ７世紀 の Ｍｏｎ族の Ｈａｒｉｐｈｕｎ－ｃｈａｉ王 国の影響下にあ った し，

北 タイの年代記や伝説 は， 平地 で王 国をつ くって いた Ｌａｗａ族が，　Ｈａｒｉｐｈｕｎ－ｃｈａｉ王国や後

に侵入 して きた Ｔａｉ族 によ ってほろぼされてゆ く過程を伝えている」 としている。 さらに 「こ

れ らの高文化の影響は， Ｌａｗａ族がまだ山地ばか りでな く，平地に も住んでいた時か ら山地の
Ｌａｗａ族 に浸透 しつつあ ったか もしれない」 という見通 しも述べている ［大林 　１９６４ａ：７９］。

いず れに して も，山地 で焼畑農耕を営んでいた Ｌａｗａ族 に，平地か ら稲作文化の要素が持ち込

まれ たことは間違 いないだろ う。
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と 《陸 稲 卓 越 型 》 の ２類 型 に区 分 され るの と同 じ様 に， 島 嗅 部 の焼 畑 もス マ トラ， ボ

ル ネオ ，ス ラ ウ ェ シな どの地 域 を 中心 と した 《陸 稲 卓 越 型 》 と フ ィ リ ピンを 含 め た そ

の周 辺地 域 に分布 す る《 陸稲 二根 栽 型 》 の そ れ に大 別 す る こ とが で き る。

　 高 谷 好一 は最 近 の論 考 で ，筆 者 とは別 の視 点 か ら東 南 ア ジ ア島嶼 部 の農 耕 形 態 を 区

分 し， よ く似 た結 論 を導 き出 して い る。 す な わ ち高 谷 は ， ＨＲＡＦ な どの 資 料 に も と

づ き，東 南 ア ジ ア の各 地 の 諸 民 族 の主 要 作 物 の組 合 せ に よ る伝 統 的 な 農 耕 形 態 の 地域

区 分 を試 み，そ の 結 果 ，ス マ トラ，マ レー半 島 ，ボ ル ネ オ西 部 に ひ ろ が る地 域 が 「陸 稲

焼 畑 区 」， ボル ネ オ東 部 か ら東 にひ ろが り， ス ラ ウ ェ シの大 部 分 を含 み ， マル ク （モ

ル ッカ） 諸 島 に至 る地 域 が 「サ ゴ区 」 と して 区 分 で き るこ と を 指 摘 し て い る ［高 谷

１９８５：３２－３４］。 前 者 は焼 畑 に よ る陸 稲 栽 培 が生 業 の 中心 で あ る地 域 ・後 者 は イモ ，雑

穀 ，稲 と と もに ， サ ゴ澱 粉 が多 少 と も食 糧 に利 用 され る地域 だ とい う。

　 この うち ， いわ ゆ る 「陸 稲 焼 畑 区 」 を 代 表 す る農 耕 方 式 を有 す る例 と して ，サ ラ ワ

ク の Ｉｂａｎ，　Ｌａｎｄ　Ｄａｙａｋ な どの 諸族 を あ げ る こ とが で き る。 レ ジ ャ ン川 流 域 の 熱帯

降 雨 林 地 域 に居 住 す る Ｉｂａｎ の 焼 畑 に つ い て は ， 周 知 の よ うに ，　 Ｊ．　Ｄ・Ｆｒｅｅｍ ａｎ の

詳 細 な 報 告 ［ＦＲＥＥＭＡＮ　 ｌ９５５：１－１４８］ が あ る。 そ れ に よ る と，彼 らは 巨大 な ロ ン グ

・ハ ゥス に居 住 す る い くつ か の 双 系 家族 ｂｉｌｅｋ　ｆａｍｉｌｙ が・ それ ぞれ 焼 畑 の経 営 単 位

とな り， １家族 平 均 ４～ ５エ ー カ ー ほ ど の焼 畑 を営 ん で い る。 通 常 ， ６月初 旬 か ら ７

月 中 下 旬 にか け て 処女 林 ｋａｍＰｏｎｇ や二 次 林 ｄａｍｕｎを 伐 採 し， ８月 初 旬 か ら９月下 旬

に か け て火 入 れ を行 って焼 畑 耕 地 が造 成 され るが ， そ こ に はす べ て 陸稲 が播 種 され る。

しか も， 連 作 あ るい は短 い休 閑期 間 を は さん で 連 作 す る場 合 に も主 作 物 はす べ て 陸 稲

で ， 副 次 作 物 と して は キ ュ ウ リ， カ ボ チ ャ， ヘ チマ ， ヒ ョウ タ ンな どが 陸 稲 を 播 種 す

る際 ， 同 じ播 種 穴 に少 量 つ つ 播 きつ け られ る程 度 で ， Ｉｂａｎ の焼 畑 にお け る陸稲 の卓

越 度 は著 し く高 い 。

　 作 付 され る陸稲 の 品 種 は きわ め て多 く， Ｉｂａｎ の各 家 族 はそ れ ぞ れ１５種 類 以 上 の陸

稲 を も ち， そ れ らを一 定 の順 序 に した が って 播 種 して い る。 も っ と も早 く播 種 され る

の は モ チ種 Ｐａｄｉ　Ｐｕｌｕｔや早 生 種 （約１５０日で成熟 し，しば しば青刈 りしてパ ーボイル処理す る）

で あ り，つ づ い て常 食 用 の ウル チ種 が播 種 され ，最 後 に儀 礼 用 の 「聖 な る稲 」 ρα漉 ρ〃π

の播 種 が行 わ れ る。 この聖 稲 は一 般 に赤 米 で ，焼 畑 耕 地 の 中 の小 さな一 区画 に播 種 さ

れ ， そ の 場所 が ，収 穫 まで 稲 魂 の儀 礼 の場 と な る。 この よ う に非 常 に 多種 類 の 陸稲 が

一 つ の耕 地 に作 付 され るた め ，各 家 族 の 陸 稲 の 播 種 期 間 は １カ月 な い しそ れ以 上 に及

ぶ （１９４９年の調査例では２６日～４１日間） と いわ れ て い る ［ＦＲＥＥＭＡＮ　 ｌ９５５：５０－５３］。

　 と こ ろで Ｉｂａｎ の土 地 利 用 の仕 方 は ，き わ めて 複 雑 で あ る。１９４９～５０年 度 の Ｒｕｍ ａｈ
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Ｎｙａｌａ地 区 に お け る Ｆｒｅｅｍａｎ の調 査 例 に よ る と ［ＦＲＥＥＭＡＮ　 ｌ９５５：１１１－１３１］・ こ

の 時期 に造 成 され た焼 畑 は総 計 ２６筆 ， １１２エ ー カ ーで ， そ の う ち処 女 林 を伐 採 した初

年 目の焼 畑 は２６．２５エ ー カ ー （２３．　５％ ）， そ の な かで １６．５エ ー カ ーが 翌 年 に も陸 稲 を連

作 した とい う。 これ に対 し， こ こで は 二 次 林 を 伐 採 した焼 畑 は １年 間 の み陸 稲 栽 培 を

行 い ，休 閑 す るの が 原 則 で あ る。 しか し，処 女林 に しろ ，二 次 林 に しろ ，そ れ を 伐 採

して耕 地 をつ く り， １年 あ る いは ２年 間 陸 稲 を 栽 培 した あ と １年 な い し ３年 間 ほ ど休

閑 し， そ の あ と もう一 度 叢 林 を 伐 採 ・火 入 れ して 陸 稲 を作 付 す る農 法 が この地 域 に は

ひ ろ くみ られ る。 こ の １年 な い し ３年 ほ どの 短 い休 閑期 間 に生 育 す る叢 林 を Ｉｂａｎ の

人 た ちは 吻 ψ とよん で い る が ， こ の 吻 ψ を利 用す る農 耕 形 態 は， 上述 の１９４９年 度

の 調査 例 で は１７エ ー カ ー ほ ど にす ぎ な い。 しか し，森 林 植生 の 状態 が良 好 で あ った以

前 に は か な りひ ろ く営 まれ て いた と思 わ れ る。

事 実 ，Ｃ．　Ｈｏｓｅ と Ｗ ．　Ｍ ｃＤｏｕｇａｌｌに よ る古 典 的 な 報 告 によ る と， 前 世紀 末 頃 の サ

ラワ ク地 区 の焼 畑 民 た ち （Ｉｂａｎ，　Ｋ ｅｎｙａｈ，　Ｋ ａｙａｎ 族 を 含 む と考 え られ る）の も とで

は ，森 林 を伐 採 して焼 畑 を つ く り， １年 間 陸稲 を栽 培 した の ち ２～ ４年 間 休 閑 し，そ

の あ と の叢 林 を 再 び 伐 採 ・火 入 れ して 陸 稲 を 栽 培 す る。 こ う した 短 い休 閑期 間 を は さ

む土 地 利 用 を ３～ ４回 くり返 す とい う農 法 が ， そ の 当 時 ，一 般 に行 わ れ て い た こ と を

記 して い る ［ＨｏｓＥ　ａｎｄ　Ｍ ｃＤｏｕＧＡＬＬ　 ｌ９６６ （１９１２）：９８］。 さ き に述 べ た 吻 ζψ を利

用 す る農 耕 形 態 が かつ て は ，現 在 よ りも ひ ろ くみ られ た とい うわ けで あ る。 つ ま り，

Ｉｂａｎ を含 む サ ラワ ク の焼 畑 農 耕 民 た ち は， か な り以 前 か ら直 接 的 な 連 耕 ， あ るい は

短 い休 閑期 間 を は さ む連 耕 の いず れ か の形 で ， 《陸 稲 卓 越 型 》 の 焼 畑 を 営 ん で きた こ

と は間 違 いな い よ うで あ る。

Ｗ ．Ｒ ．　Ｇｅｄｄｅｓ の調 査 した Ｌａｎｄ　Ｄａｙａｋ につ いて は ， こ の種 の連 作 が 調 査 時 点

（１９４９～ ５０年 ） で どの 程 度 行 わ れ て い た か は 明 確 で は な い が ，Ｉｂａｎ の 場 合 と同 じ く，

陸稲 が焼 畑 の主 作 物 をな し， 陸 稲 卓 越 型 の焼 畑 が， こ こで も生 業 の 中心 に な って いた

こ とは間 違 い な い。 む しろ この Ｇｅｄｄｅｓ報 告 の なか で 興 味 を ひ くの は Ｌａｎｄ　Ｄａｙａｋ

の焼 畑 で は陸 稲 と とも に キ ュ ウ リ， カ ボ チ ャ， マ メ ， トウモ ロ コ シ， マ ニ オ ク， サ ト

ウ キ ビな ど が少 量 ずつ 栽 培 され る ほか ， ハ トム ギ （現地名 吻 ｏた） が た い て い作 付 され

て い ると い う事 実 で あ る。 陸 稲 の 播 種 と同 時期 に焼 畑 の周 りに作 付 され るハ トム ギ の

量 は 決 して 多 くはな いが ，そ れ は宗 教儀 礼 に 用 い る酒 の原 料 と して ，彼 らの 社会 で は

き わ めて 重 要 な 意 義 を 有 して い る。 した が って ， そ の播 種 は必 ず 老 人 が行 う こ とに な

って い る とい うの で あ る ［ＧＥＤＤＥｓ　 １９５４：６４－６５］。

　 東 南 ア ジ アで 栽 培 され る穀 類 の な かで 根 栽 農 耕 文 化 と も っ と も関係 が 深 い とい われ
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る ［中尾 佐 助 　 １９６６：５６－５７］ ハ トム ギ （Ｃｏｉｘ　ｌａｃｈｒ１ｍａＶ’ｏｂｉｖａｒ．　ｍａ－ｌｕｅｎ） が ，　 Ｌａｎｄ

Ｄａｙａｋ の 社会 で ， い ま も社 会 的 ・宗 教 的 に重 要性 を有 して い る とい う 事 実 は 注 目に

価 す る。 そ うい え ば Ｉｂａｎ で も，　 Ｌａｎｄ　Ｄａｙａｋ で も多 種 類 の 陸 稲 が 栽 培 され ・ そ の

品 種分 化 が著 しい 反面 ，他 の栽 培 植 物 の 種 類 が 比 較 的少 な く， こ とに少 量 の ハ トム ギ

を 除 き， 伝 統 的 な 雑 穀 類 の 栽 培 は ほ とん ど み られ な い。 こ の点 が東 南 ア ジア の 大 陸

部 と島 嗅 部 に お け る陸稲 卓 越 型 焼 畑 の作 物 構 成 上 の 大 きな 差 異 で あ る。 こ の ほ か 播

種 に掘 棒 を使 用 し， 救 荒 作 物 と して 各 家族 が サ ゴ ヤ シの栽 培 を 行 う こ と ［ＦＲＥＥＭＡＮ

ｌ９５５：４８，１０５］， あ るい は播 種 後 の農作 業 の ほ とん ど が女 性 の手 に よ って 行 わ れ て い

る こ とな ど ，根 栽 農 耕 文 化 の 特 徴 とい え る もの が Ｉｂａｎ や Ｌａｎｄ　Ｄａｙａｋ の 農 耕 技 術

の 中 に み とめ られ る。 この よ うな 点 か ら，彼 らの 《 陸稲 卓 越 型 》 の焼 畑 の 基 層 に は，

根 栽 作 物栽 培 に基 礎 を お く別 種 の焼畑 の タ イ プ が存 した可 能 性 を考 え る こ とが で き る

よ うで あ る。 こ う した推 測 は ボル ネオ東 部 か らス ラ ウ ェ シの焼 畑 の特 色 を 検 討 す る と

一 層 明 らか に な って く る
。

　 東 部 ボル ネオ の焼 畑 の 実 態 に つ い て は ・サ バ 地 域 の Ｒｕｎｇｕｓ族 の そ れ を １９７０年 代 に

調 査 した 下元 豊 の 詳細 な報 告 ［下 元　 １９８４：４０－２１２］ が あ る。そ こで はタ ガ ッ ドとよ

ばれ る主 要 焼畑 耕 地 （平 均 面積 １ヘ ク タ ール 弱） が ， 各 家 族 毎 に原 則 と して毎 年 ，伐

採 （６月 上旬 ～ ８月 上 旬 ）， 火 入 れ （８月 上 旬 ～下 旬 ） さ れ ， 主 作 物 と して 陸稲 が耕

地 の 全 面 に播 種 され る。 そ こで も陸稲 の種 類 は きわ め て多 く， 調 査 村 だ け で ７６品種

（う ち ３品 種 が モ チ種 ） に も及 ん で い る ［下元 　 １９８４：９２］。　 タ ガ ッ ドで は 陸 稲以 外

に ， トウモ ロ コ シが耕 地 の全 面 に作 付 され る ほか ， バ ナ ナ ， タ ロイ モ ， サ ツ マ イ モ，

サ トウ キ ビや カ ボ チ ャ， ヒ ョ ウタ ン， ヘチ マ な ど の 瓜 類 ， サ サゲ な ど の豆 類 あ るい は

野 菜 類 な どが つ くられ るが ， そ の量 は いず れ も多 くな い 。 つ ま りタ ガ ッ ドは典 型 的 な

陸稲 卓 越 型 の焼 畑 耕 地 で あ り， そ の面 積 は調 査 村 の 焼 畑 面 積 の 約７０％ を 占 め る。

　 そ の ほか Ｒｕｎｇｓ族 で は ピノ テ ィガ ハ ， タ ラス とよ ばれ る小 型 の 補 助 耕地 や初 年 目

の収 穫 後 に生 長 して くる雑 草 を翌 年 の ４～ ５月 に伐 採 ・火 入 して つ く る ２年 目 の耕 地

ゴ プ ーが あ る。 タ ガ ッ ドを は じめ他 の焼 畑 耕 地 が す べ て初 年 目 の耕 地 で， 陸 稲 を主作

物 と した 穀 作 型 の焼 畑 で あ るの に対 し， ゴ プ ー の 特色 は ， タ ロ イ モ とバ ナ ナを 中心 に

サ トウ キ ビ， ヤ ム イモ ， ハ トム ギ な ど ，根 栽 作 物 や それ と関 係 の 深 い 作 物 ば か り を栽

培 して い るこ とで あ り， さ らにそ の農 作 業 が終 始 女 性 の手 によ って行 わ れ て い る こ と

だ と い う ［下元 　 １９８４：２０７－－２０８］。 つ ま り， 現 在 み られ る ゴ プ ー は根 栽 型 の焼 畑 の

特 色 を 示 す と い う こ とが で き る。

　 しか し， 数 十 年 前 ま で は陸 稲 と トウモ ロ コ シを お も に栽 培 す る穀 作 型 の ゴプ ーが 多
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か った と いわ れ て い る し， 現 在 で も そ う した ゴ プ ーが 僅 か だ が 存 在 す る。 し か も，

現 在 の ゴプ ー は全 焼 畑 耕 地 の筆 数 に して ２５％ ， 面 積 に して １５％ を 占 め る に す ぎ な い

が ・ か つ て は 多 くの耕 地 が ゴ プ ー と して 利 用 され ，連 作 を 行 って いた と いわ れ て い る

［下元 　 １９８４：１８２－１８３］。 この よ うな 点 か ら考 え る と，Ｒｕｎｇｕｓ族 の焼 畑 は ，以 前 に は

陸 稲 を 中 心 と した穀 作 型 の そ れ を連 作 し，雑 草 の繁 茂 が著 し くな る と根 栽 型 の焼 畑 に

切 替 え て営 ま れ て いた と思 わ れ るの で あ る。つ ま り，現 在 は 《陸 稲 卓 越 型 》 の特 徴 を

示 す Ｒｕｎｇｕｓ族 の焼 畑 も， か つ て は 《陸 稲 ＝根 栽 型 》 の特 色 を備 え た も の と み て差 支

え な い。

　 さ らに いわ ゆ る陸 稲 化 現 象 の影 響 を うけ る以 前 の焼 畑 につ い て は ，後 に述 べ るハ ル

マ ヘ ラや フ ィ リ ピンの事 例 な どか ら判 断 して ， お そ ら く， それ は 《根 栽 型 》 の もの で

あ った 可 能 性 が きわ め て高 い と考 え られ るの で あ る。

　 例 え ば焼 畑 の 火 入 れ 後 ， 陸 稲 の播 種 に先 が け て耕 地 に タ ン ドック とい う棒 を立 て ，

そ の まわ りに タ ロ イモ や サ トウ キ ビを儀 礼 的 に植 え る 慣 行 が 存 す る こ と な ど は ，

Ｒｕｎｇｕｓ族 の焼 畑 のな か に稲作 の 他 に根 栽 農 耕 の 伝 統 の み られ る こ とを よ く示 す もの

で あ ろ う ［下 元 　 １９８４：２０６１。 い ず れ に して も， 「ル ン グス族 の焼 畑 耕 作 は一 つ の技

術 体 系 で成 立 して い たわ けで はな く，焼 畑 に よ る稲 作 の根 底 に はや は り よ り古 い根 栽

農 耕 の体 系 が あ る と考 え て誤 りな い だ ろ う。 そ の古 い技 術 や文 化 を ，連 綿 と抱 えつ づ

け な が ら， 稲作 に よ って よ り高 い文 化 を生 み 出 し，長 い年 月 の あ いだ 生 態 的 に も ， あ

る安 定 を維 持 して きた」 ［下 元　 １９８４：２１３］ とい う下 元 豊 の意 見 は ，正鵠 を得 た もの

とい う こ とが で き る。

　 と ころで ，本 節 の は じめ に 引用 した高 谷 好 一 の指 摘 をま つ ま で もな く， 東南 ア ジ ァ

島 嘆 部 の 焼 畑 は マ レ ー シア 地 域 か らス ラ ゥ ェ シ， モ ル ッカ と周 辺 地 域 に向 う に した が

い根 栽 農 耕 の 色 を 濃 く して い る。高 谷 は そ れ を サ ゴ澱 粉 の重 要 性 で 象 徴 しよ う と した

わ けだ が ， Ａ．　Ｇ．　Ｋｒｕｙｔ が前 世 紀 末 か ら今 世 紀 初 頭 にか けて 調 査 を 行 い ， 膨 大 な民

族 誌 を著 わ したス ラ ウ ェ シ島 中 部 の 東 Ｔｒａｄｊａ 族 の 焼 畑 も， そ う した 特 色 を よ く示 し

て い る。

　 「東 Ｔｒａ両 ａ族 の主 要 栽 培 作 物 は稲 で あ る。 だ が，一 般 にい わ れ る よ う に，以 前 に は

彼 らは こ の作 物 を知 らな か った 。 あ る人 た ち は先 祖 は ハ トム ギ （ψ０１厩 吻 ０あ るい は

ｄ７’ｏｌｅ　ｋｏｅｋｏｅ）と ア ワ （ωａｉｌＯ）だ け を知 って い た と い う し， 他 の人 た ち は 先 祖 は タ ロ イ

モ （ｓｏｅｌｉ）と ヤ ム イ モ （ｏｅωｉ）だ けを食 べ て い た と主 張 して い る」 ［ＫＲｕＹＴ　ａｎｄ　ＫＲｕＹＴ

１９７０］。

　 Ｋｒｕｙｔが，そ の 民 族誌 の 冒 頭 で こ う述 べ て い るよ うに ，東 Ｔｒａｄｊａ族 の主 作 物 は稲
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　 　 水 田 は植 民 地 時代 以 後 に導 入 され た も ので あ るか ら，伝 統 的 な主 作 物 は 陸稲

で あ った とい う こ とがで き る。 彼 らは ウル チ 種 とモ チ 種 の 双方 の稲 を もつ が ， それ ぞ

れ粒 形 や種 皮 の色 芒 の形 ， あ るい は味 や 伝 来 地 な ど に よ って 区 別 され る きわ あ て 多

数 の 品種 を有 して い る ［ＫＲｕＹＴ　ａｎｄ　ＫＲｕＹＴ　 ｌ９７０：２８３］。　 これ らの 陸稲 を焼 畑 に

播 種 す る際 に は ，男 が一 列 に並 ん で 播 種穴 を あ け，女 た ちが そ の あ とに した が って 陸

稲 を 播 種 す るの が通 例 で あ る。 こ の場 合 ， 陸 稲 の 種 類 ご と に焼 畑 の どの 部 分 に播種 す

るか が定 め られ て い る。

　 ま た ， そ の 栽 培 の プ ロセ ス で は伐 採 前 の 儀 礼 に は じま り収 穫 後 の儀 礼 に至 る まで ，

稲 作 の各 段 階 ご と に， ニ ワ トリや と き には水 牛 を供 犠 す る数 多 くの 農 耕儀 礼 が 営 ま れ

て い る ［ＫＲｕＹＴ　ａｎｄ　Ｋ ＲｕＹＴ　 ｌ９７０：３６－１８７］。 そ の間 ， 人 々 は稲 魂 が怒 った り，逃

亡 しな い よ う細 心 の注 意 を 払 って 行 動 して い る。 こ の よ う に東 Ｔｒａｄｊａ族 で は農 耕 の

労 働 や儀 礼 の多 くが 陸稲 栽 培 を 中心 に展 開 し， そ の 限 りで は 《 陸稲 卓 越 型 》 と いえ る

農 耕 形 態 を示 して い るとい う こ とが で き る。

　 だ が ，彼 らの焼 畑 で は必 ず と い って よい ほ ど ， 陸稲 と と もにハ トム ギや ア ワが ， そ

の耕 地 の一 部 で 栽 培 され て い る。 そ れ らは 前述 の よ うに ， 陸稲 よ り古 い作 物 で ，先 祖

の食 物 で あ った と考 え られ て お り， い ま も儀 礼 的 な重 要 性 を有 して い る。 例 え ば新 米

の倉 入 れ 儀 礼 の 際 に ハ トム ギ は先 祖 へ の供 物 とな り， 陸 稲 の収 穫 を は じめ るに 当 って

も畑 小 屋 の 入 口に ハ トム ギ の穂 束 を掛 け て稲 が小 屋 一 杯 にな る こ とを願 う慣 行 が あ る。

ま た ア ワを示 す ωａｉｔｏ と い う言 葉 は も と も と “穀 物” を意 味 す る語 で あ った。 ま た，

サ トイモ （Ｃｏｌｏｃａｓｉａ　ａｎｔｉｑｕｏｒｕｍ，　ｓｏｅｌｉあ るい は ｋｅｌａｄｉ）は前 述 の よ う に 「先 祖 の食 物」

と され て い るが ， そ れ を 裏書 きす る よ う に， 葬 礼 の 際 に サ トイ モ は も っ と も重 要 な食

物 と され て い る ［ＫＲｕＹＴ　ａｎｄ　Ｋ ＲｕＹＴ　 ｌ９７０：２３３－２３５］。

　 この よ うな点 か ら， こ の東 Ｔｒａ両ａ族 に お いて も，現 在 は《 陸 稲 卓 越 型 》 の 焼 畑 が

み とめ られ るが ， 陸稲 化 現 象 が進 む 以 前 には ，ハ トム ギ や ア ワ あ るい は タ ロ イモ や ヤ

ム イ モ を主 作 物 とす る 《根 栽 型 》 の色 彩 の 濃 厚 な焼 畑 が営 ま れ て いた こ と が推 定 され

る。 ま た ， この東 Ｔｒａｄｊａ族 の 湿 地 で は 随所 で サ ゴ ヤ シが栽 培 され て お り， か つ て は

食 料 と して の重 要 性 が大 きか った と いわ れ て い る ［ＫＲｕＹＴ　ａｎｄ　ＫＲｕＹＴ　 ｌ９７０：１３］。

殺 され た女 の死 体 か らサ ゴ ヤ シが生 れ た と い う幾 種 類 か の ハ イ ヌヴ ェー レ型 の神 話 が ，

この東 Ｔｒａ（ｌｊａ族 の社 会 に も存 在 す るが ［ＫＲｕＹＴ　ａｎｄ　ＫＲｕＹＴ　 １９７０：３０８］，この よ

うな事 実 に よ って も示 され る よ う に， サ ゴ ヤ シ も彼 らの社 会 で は きわ めて 古 い作 物 だ

と考 え られ る の で あ る。 つ ま り， ス ラ ウ ェ シ島 中部 に お け る陸 稲 卓 越 化 以 前 の 《 根 栽

型 》 の焼 畑 は， サ ゴ ヤ シ栽 培 （あ る いは半 栽 培 ） を伴 い ，主 食 料 の か な りの 部 分 を サ
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ゴ澱 粉 に依 存 す る タ イ プの もの で あ った と推 考 され る の で あ る。

　 こ の種 のサ ゴ ヤ シ栽 培 （あ るい は半 栽 培 ）を伴 う《根 栽 型 》 の焼 畑 は ， マル ク諸 島 を

中心 とす る東 部 イ ン ドネ シ アの一 部 に現 在 も存 在 して い る。 筆 者 らはか つ てハ ル マ ヘ

ラ島 北 部 に お い て ， この 種 の 焼 畑 の 実 態 調 査 を す る 機 会 を も った が ［ＩＳＨＩＧＥ （ｅｄ）

１９８０：ｉ－ｖ］， そ こで も ，最 近 で は陸 稲 栽 培 が 導入 され るよ うに な り， 現 実 に焼 畑 に お

け る陸稲 化 現 象 が徐 々 に進 行 して い るの で あ る。

（２）　 ハルマヘラ島における陸稲卓越地域 と非卓越地域

　　　　　 陸稲化現象の以前と以後

　 １９７６年 ，わ れ わ れ が ハ ル マ ヘ ラ島 で調 査 を行 った Ｌｉｍａｕ 村 は，同 島北 端 に近 い村 で

バ ナ ナ を 主作 物 とす る典 型 的 な 《根 栽 型 》 の焼 畑 が 営 ま れ て い た 。 そ の詳 細 はす で に

別 稿 ［佐 々木 　 １９７９：３－４４；佐 々木 　 １９８０：７２７－７５６；ＳＡｓＡＫＩ　 ｌ９８０：１４１－・１８０］で

報告 して い るので ， こ こで は そ の要 点 の み を摘 記 す る と次 の よ うで あ る。

　 彼 らの焼 畑 は ８月 頃 か ら翌 年 の １月 頃 ま で の適 当 な時 期 に極 相 林 に近 い 巨木 の成 育

す る熱 帯 降 雨 林 を伐 採 ，火 入 れ して造 成 され る。 そ の あ と，耕 地 に はバ ナ ナ を は じめ ，

マ ニ オ ク， サ ツマ イモ な どの根 栽 作 物 が主 作 物 と して植 付 け られ る。 しか し，耕 地 一

面 に 同一 の作 物 が栽 培 され るの で は な く，上 記 の ３種 の作 物 の ほか ， サ トウ キ ビ ・タ

ロイ モ ， ヤ ム イ モ な ど の ほ か ， ウ リ類 や ナス や サ サゲ そ の 他 ， きわ め て 多 種 類 の 作 物

が 同一 の耕 地 で混 作 され るの が 特 徴 的 で あ る。 また ， 主 作 物 の 植 付 の 時 期 も １， ２月

頃が多いが，必ず しもその時期は固定 しているわけで嫉ない。．植付箪デ定の期間をす

ぎるとバナナやイモ類はいつでも収穫が可能になるので，収穫にすぐひきつづいて植

付作業が行われる例が多 く，収穫 と植付が年中間断な く行われ る典型的な《根栽型》

の焼畑農耕がこの村で も営まれている。　　　　　　 ζ

　 このように典型的な根栽型の焼畑農耕を営む Ｇａｌｅｌａ族のもとでも，アワやモロコ

シ，ハ トムギなどの雑穀類が，現在でも少量なが ら栽培されている。ｔしかも，その中

には古い形質をよく留めている品種がいくっゐ〉残存 している。，このような事実から，

ハルマヘラ島においても雑穀類を栽培する伝統がかなり古いことが推定されるように

なったのである ［ＳＡＫＡＭｏＴｏ　６’鉱 　１９８０：１８１－１９０］。．

　他方，調査村 Ｌｉｍａｕ村における最近の傾向として焼畑の初年目の耕地の一部に陸

稲を栽培する例が著 しく増加 してきたことが注目される。１９７６年の例では，陸稲を初

年目の耕地の一部に栽培する焼畑は調査例の約７０％にも達 しでいる。だが，この村に

おける陸稲栽培は初年目の焼畑耕地のごく一部を利用するにとどまり，その栽培技術
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の水 準 も低 く， ま た収 穫 量 その もの も少 な い 。つ ま り， こ の村 で は，典 型 的 な 《 根 栽

型 》 の焼 畑 の う え に陸 稲 化 現 象 がひ ろ く進 行 しは じめ よ う と して い るが ， ま だ そ れ は

経 済 的 ・社 会 的 な 重要 性 を示 す に至 って い な い段 階 だ とい う こ とが で き る。

　 事 実 ，石 毛 直 道 の行 った食 事 調 査 に よ る と ［石 毛 　 １９７８：２３９－２４３］， この Ｌｉｍａｕ

村 にお け る主 食 ｉｎｏの 材 料 の な か で ， も っ と も重 要 な もの は バ ナナ （２８．　８％ ） で ， こ

れ につ い で サ ゴ ヤ シを伐 採 し， そ の幹 の 中か ら採 集 して くるサ ゴ ヤ シ澱 粉 （２７．　５％ ）

が 重要 だ とい う。 この両 者 で主 食 材 料 の 過 半 を 占め て い る こ とが注 目 され る ので あ る。

この 両者 に つ いで 多 い の が コメ （１７．７％ ） で あ るが ， そ の多 くは村 外 か ら購 入 した も

の で村 内産 の もの はそ う多 くは な い 。 さ らに主 食 の材 料 と して は マ ニ オ ク （１１．７％ ），

サ ッマ イ モ （８．６％ ）， タ ロイ モ （１．Ｏ％ ） と根 栽 作 物 が つ づ くが ，少 な く と も１９７６年 現

在 ， この 村 で は， 根 栽作 物 とサ ゴ ヤ シ澱 粉 に よ って主 食 の ほ とん どす べ てを ま か な っ

て いた こ とが 知 られ るの で あ る。 陸 稲 化 現 象 の影 響 は，今 日の段 階 で は まだ ，そ れ ほ

ど大 き くは な い とい うこ と が で き る。

　 と ころ で ・前 述 Ｑ よ うに Ｌｉｍ ａｕ 村 は， ハ ルマ ヘ ラ島 の最 北 端近 くに立 地 す る僻 村

で あ るが ・ ガ レ ラ地 方 の 中心 部 に近 い村 々や さ らにマ ル ク諸 島 の 中心 都 市 テ ル ナ ーテ

に近 い村 々 な ど で は ，陸 稲 化 現 象 はか な り早 い 時期 か ら進 行 し， いま で は各 地 の農 耕

形 態 に大 き な影 響 を与 え て い る よ うで あ る。 そ の 具体 的 な例 の 一 つ と して ，筆 者 の調

査 した Ｓａｈｕ 地 方 の Ｌｏｃｅ村 の事 例 を と りあげ て み た い 。

写真 １　 下草や小灌木を伐採す る ｊｕｂｂｒｏｎの作業
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　Ｌｏｃｅ村における陸稲卓越型焼畑の事例

　Ｓａｈｕ地方はハルマヘラ島の中西部， テル

ナーテの対岸に当る地域で，同島のなかでは

歴史的にも外部地域との接触が早 く，相対的

にみて先進的な地域ということができる。 し

たがって，そこでは村落 （人口）密度がガレ

ラ地方に較べて著 しく高 く，土地利用への人

口圧が大 きく，陸稲化現象の進展も著 しい。

筆者が短期間ではあったが，調 査 を行 った

Ｌｏｃｅ村 （戸数４５戸，人 口２５２人）は，　Ｓａｈｕ地

方のやや内陸部に位置するこの地方の典型的

な農村であった。この村には水田はほとんど

なく，緩 く起伏する丘陵地帯の森林を伐採 し

て造成 したココヤシやカカオの農園と焼畑耕

地を生産の基盤 としている。だが，その焼畑

用地の森林は Ｌｉｍａｕ村 のそれのように巨樹

の成育する極相林に近い熱帯林ではな く， ３

～ ６年生程度の林相の貧弱な叢林が多 く，そ

れが伐採の対象 となっている。

　 さて，その伐採は通常１１．月～１２月頃に行わ
写 真 ２　 火 入 れ 専用 の ク マデ ｂａｂａｒｉｓｉ

れ ・ｊｕｂｏｒｏｎ と ｔａｕｅｌ とい う二 つ の作 業 に分 れ る。 前 者 は 山刀 （Ｐｅｄａ）を 用 い て 下 草

を刈 り，小 灌 木 や小 枝 を 伐 採 す る作 業 で ，後 者 はそ の １カ月 ほ ど の あ とに行 い ，残 さ

れ た樹 木 の樹 幹 を 伐 り倒 し，枝 を 落 す 。樹 幹 の 多 くは ま とめ て運 び 出 し，垣 な ど の造

成 材 に用 い る。 灌 木 や小 枝 な どは そ の 後 ， ４～ ７ 日ほ ど乾 燥 させ て 火 入 れ （ｒｏｍｅｎ） を

行 う。 そ の際 ・ｂａｂａｒｉｓｉとい う特殊 な クマ デ が 用 い られ る （写 真 ２）。 こ う して 準 備 の

で きた焼 畑 耕 地 （ｇｕｄａ）に は ， こ の地 方 で は ほ とん ど例外 な く， １月 ～ ２月 頃 に まず

バ ナ ナ の若 芽 の植 付 が 行 わ れ ，そ の あ と陸 稲 が 耕 地 の 全 面 に播 種 さ れ る 。

　 図 １は， こ の村 に お け る典 型 的 な 焼 畑 耕 地 の 一 つ Ｆ氏 の そ れ の１１月 初 旬 現 在 の土 地

利 用 を示 した もので あ る。 この耕 地 は前 年 の１２月 に火 入 れ ， １月 中旬 頃 に い った ん 除

草 （ｕｄａｒ）を行 い ， バ ナ ナの 若 芽 を 耕 地 の 全 面 にや や疎 らに植 付 け た あ と， 陸稲 を播

種 した 。 植 付 け たバ ナナ の 大 半 は Ｐｏｒｏｃｈｏ，　ｓｕｓｕ，ｊａｗａ，　ｓａｍａｉｎな ど の一 年生 の 品 種 で ，

６月 頃 に収 穫 し，そ の あ とバ ナナ の 幹 はす べ て と り払 った 。 しか し， そ の とき耕 地 の
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図 １ Ｆ 氏 の 耕 地
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写真 ３ Ｆ 氏 の 耕 地

南 よ りの一 部 に ｒａｊａ，　ｓｕｐａｔｏ （ｇｏｒｏｎｔａｒｏ）な ど多 年 生 の品 種 を ３０株 ほ ど植 付 け た の で ，

そ の 株 が 調 査 時 点 で耕 地 に残 って い る。

　 陸 稲 の 播 種 は こ こで も男 女 が一 組 に な り，男 が播 種 穴 （吻 πの を あ け ，女 が そ の 穴

に播 種 （ｄｕｒｏｎ）す る。 そ の際 ， 穿 孔 用 にｄｕｄｕｊｕｕとい う大 型 の特 殊 な 掘 棒 が用 い られ ，

写真 ４　 大型の掘棒 ぬδ騨 ‘

この掘棒 は長 い竹棒 （長さ １８５　ｃｍ）

の先に屈 曲 した木の刃先をはめ こん

だ特異 なもの。

こ の地 方 の 耕 地 は， Ｓａｎｄｙ　ｌｏａｌｎ

の軟質 な土壌が多いので陸稲の播種

穴を穿 つために使 う。
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ま た覆 土 用 に ｓｅｒａｒａ とい うー 種 の 箒 が 用 い られ て い る・ Ｆ氏 が こ の耕 地 の 全 面 に 播

種 した 陸稲 は ａｌｕｓ とい う こ の村 で も っ と もポ ピ ュ ラー な生 育 期 間 約 ５カ月 の 品 種 で

あ る。 そ の他 に現 在 この村 で栽 培 して い る陸 稲 に は１４種 類以 上 の 品種 が あ り，過 去 に

は さ らに多 くの品 種 が あ った と い う。 そ の 中 に は 加 伽 ω露 とい う非 常 に成 育期 間 の短

い早生 種 も含 ま れ て いた が ， いま は消 失 して しま って い る。 しか し，現 存 品種 の な か

に も ， 成 育 期 間 ３カ月 ほ どの早 生 種 が ３系 統 ほ ど 含 ま れ て い る ほ か ， ｒｅｓｅｒ，　ｔｏｇｏｌｏｂｅ

と い うモ チ 種 が ２系 統 存 在 す る こ とが注 目 され る の で あ る。 おそ ら くそ れ らは古 い伝

統 を もつ 品 種 で あ ろ う。 な お ， これ らの 陸稲 の播 種 に 当 って は， 円形 箕 伽 勿 α）の

な か に陸 稲 と と も にス イカ ・ カ ボ チ ャ・ キ ウ リ， ナ ス ・ トウガ ラ シな どの 種 子 を 小 量

まぜ 合 わ せ て 混 播 した 。 ま た ，バ ナ ナ の植 付 と ほぼ 同 時 に耕 地 の 周 囲 と南 西 の 一 部 に

マ ニ オ ク を植 え ， さ らに畑 の一 部 を空 地 で残 して お き ，約 ３カ 月 後 にそ こヘ サ ツマ イ

モや リ リムな どを 植付 け た とい う。

　 さ て陸 稲 の播 種 後 １カ月 ほ ど して か ら陸稲

畑 の除 草 作 業 が は じめ られ ， こ こで は通 常 は

３回 ，多 い と き に は ４回 以 上 も除 草 を行 う。

こ の とき 掘 磯 伽 とよぶ 縛 耕 具 を用 い る の は

Ｌｉｍ ａｕ村 と同 じで あ る。 この Ｆ氏 の 耕 地 で

は ５月 の下 旬 頃 に陸 稲 の 収 穫 （ｕｔｕｕ）が行 わ

れ た 。 ｇｕｇｕｔＵＵ と よぶ 穂 摘 具 を用 いて 穂 の 下

約 １０セ ンチ メ ー トル ほ ど の と こ ろを 穂 刈 り し

て収 穫 す る。穂 刈 り した稲 穂 は い ったん 円形

箕 あ るい は樹 皮 製 の専 用容 器 （ｓｕｌａ）に い れ ，

さ らに パ ンダ ヌ ス の繊 維 で つ く っ た マ ッ ト

（ｃｏｃｏｎｇａ）の上 に集 め ら れ る 。 こ の 稲 穂 は

ｂｉｓａｒａ とい うサ ゴ ヤ シの葉 鞘 を は ぎ と って縫

い 合 わ せ た専 用 の大 型容 器 に入 れ て収 量 の計

測 を行 う５）。そ の の ち，畑 小 屋 （ｗａｌａ）に運 び

そ こに付 置 さ れ た竹 製高 床 の穀 倉 （ｔｉｔｉｌａ）（図
写 真 ５　 ｂｉｓａｒａ

２参 照 ） に稲 穂 の ま ま収 納 され る。 こ の稲 穂 は 必要 な と きに と り出 し，パ ンダ ヌ ス製

５） Ｓａｈｕ 地 方 に お け る陸 稲 の計 量 単 位 は下 記 の よ う に組 織 づ け られ て い た 。 基 礎単 位 と して

ｃｈｕＰａｋ が あ る 。 太 い竹 筒 製 の ｃｈｕＰａｋ とよ ば れ る計 量 器 が あ り， 計 測 す る と内 径 ９．Ｏ　ｃｍ， 高

さ８．５ｃｍ， つ ま り約 １．８１ｉｔ強で あ った。 １０　ｃｈｕｐａｋを １　ｋｕｌａとよ び ， １侃 〃１αで １　ｐａｌｕｄｉとな る。

サ ゴの 葉鞘 でつ くった ｂｉｓａｒａ （写 真 ５） は ， １　Ｐａｌｕｄｉの米 を いれ る容器 だ と され て い る 。
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図 ２　 畑 小 屋 （ｗａｌａ　ｇｕｄａ） と穀 倉 （ｔｉｔｉａ）

写 真 ６　 高 床 式 穀 倉 ｔｉｔｉａ（上 図の東側か らみ る）

の マ ッ トの上 に ひ ろげ ， 足 で よ く踏 ん で 脱 穀 （ｒｕｊｕｕ）し， 円形 箕 を用 いて 風 選 （ｔａｒｏ）

した あ と，十 分 に乾 燥 させ ， 特 有 の横 臼 （ｄｉｄｉｓｏｎｇ） と杵 （ｄｕｄｕｔｕ） を 用 い て よ く掲 い

て脱 穀 ・精 白す る ので あ る （写 真 ７－１，２，３参 照 ）。

　 以 上 が Ｌｏｃｅ村 に お け る陸 稲 栽 培 の プ ロセ ス の概 要 で あ るが ，　Ｆ氏 は この耕 地 （面

積 約 １ヘ ク タ ール 強） に ， 当初 約 ３　ｋｅｃｌａ （３斗 強 ） ほ どの 種 子 を 播 き・ 稲 穂 の ま ま で
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写真７－１ 足踏による脱穀 写真７－２　横臼による精 白

写真７－３　円形箕による風選

約 ４０　Ｐａｌｎｄｉ　（４００　ｋｕｌａ） ほ どの収 量 を得 た とい う。 これ は １　ｋｕｌａの 播 種 量 に対 し １３

Ｐａｌｕｄｉ強 ， つ ま り籾 量 で は な く稲 穂 量 で約 １３０倍 ほ ど の収 量 を得 た こ とに な る。 い ま，

仮 りに玄 米 量 を稲 穂 量 の１／５程 度 と仮 定 して換 算 す る と，この耕 地 の単 位 収 量 は反 当 り

０．　８石 ／ほ ど にな る。 焼 畑 に して は か な り高 い 反 当収 量 が得 られ た こ と にな る。 だ が，
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Ｆ氏を含め多 くの村人は，以前には １ｋｕｌａの播種量で １２　Ｐａｌｎｄｉ　Ｙ］上の収 量が得ら

れたことも少な くない。ところが，現在では土地の生産力が著 しく減退 し，ｌｋｕｌａ（約

１斗）の播種量 当り５～ ６Ｐａｌｕｄｉ（つまりＦ氏の収量の１／２以下）程度の収量が平 均

的に期待できるにすぎない。よい例でも ７～８Ｐａｌｕｄｉ程度にしか達 しないといってい

る。 さきの Ｆ氏の場合は特別のようで，最近の焼畑における陸稲収穫量の減退は著

しいようである。その要因は，前にも少 しふれたように，人口圧と商業的農園の拡大

による焼畑用地の不足，その結果生 じる休閑期間の短縮とそれに伴う土地生産力の減

退によることは明らかである。そのことを村人たちもよく承知 しており，かつては１０

年ほどもあった休閑期間が，最近では３～ ４年に短縮されて しまったことを多くの人

が指摘 している。

　Ｆ氏の耕地の場合も，５月下旬に陸稲の収穫を行い， さらにその約 １ヵ月後にバナ

ナの大半 （一年生のもの）を収穫 したあとは，耕地の南部に若干の作物がのこり，耕

地の中央部の一部で落花生の栽培をするほかは，耕地の半分ほどが放棄され，休閑地

になっている。現存の作物を収穫 したあとは４年ほどの休閑期間をおき，その後，ま

た陸稲の栽培を行う予定だという。

　以上，Ｌｏｃｅ村の事例をやや くわ しく紹介したが・本例については，別稿 ［ＳＡＳＡＫＩ

ｌ９８０：１４１－１８０］で紹介 した同じハルマヘラ島の Ｌｉｍａｕ村の事例 と比較 し，その農

耕技術の特色においてきわめて顕著な差異が見出せるようである。両者の特色を比較

した表 ２について，詳 しく再説することは避けるが，要るに Ｌｉｍａｕ村の焼畑は，き

わめて多種類の多年生のバナナを主作物とする典型的な《根栽型》の焼畑であり，そ

の初年目作物の一部に陸稲が侵入 したタイプのものとして特色づけることができる。

その侵入の時期が比較的最近であったため，そこでは陸稲栽培用の特定の農具も，そ

の計量のための専用の用具や計量単位 もなく，陸稲収納用の施設も未発達である。

　 これに対 し，Ｌｏｃｅ村の焼畑 は，一年生のバナナを間作物 として栽培する点に《根

栽型》のそれの名残りを留めてはいるが，陸稲を主作物とする点で典型的な《陸稲卓

越型》の焼畑 ということができる。そこでは陸稲を耕地の全面で栽培 し，陸稲栽培専

用の特殊な農具を開発するとともに，稲米計量用に特有の単位や用具が存在 し，その

貯蔵のための専用施設 （竹製高床穀倉）も普遍的にみることができる。つまり，農耕

技術のなかに占める陸稲栽培の意味が Ｌｉｍａｕ村のそれに較べて著 しく異ることが注

目されるのである。

　そのうえ，秋に行われる村落の共同儀礼 （ａｄａｔ　ｈｏｕｓｅの儀礼）に際 して も，米が

もっとも主要な供物 として捧げられ，儀礼食が米 に集中していることが注目される。
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表 ２　 ハルマヘラ島の焼畑 における陸稲化の二つの類型

焼 畑 用 地

陸 稲 の 品 種

陸稲の栽培状況

バ ナナ栽 培との関

係

マ ニ オ ク， サ ツマ

イ モ栽 培

農 具 の 特 色

稲 （米） の計量用

具 と単位

陸 稲 の 貯 蔵

バ ナ ナ の 古 畑

主 作 物

焼 畑 の 類 型
（変遷の段階）

位 置

１．ｏｃｅ 村

４～ ５年生の二次林

品種数多 く，変異大

耕地の全面に播種

陸稲の播種前 に主 として １年生のバ
ナナ数品種を植付，収穫 は １回のみ

焼畑耕地に数多く栽培

焼畑の火入れ用，陸稲の播種用など
の特定の農具あり

竹 製 と樹 皮 製 の 特 定 の 計 量 用 具 あ

り。 計 量 の単 位 と して ｃｈｕＰａｋ，ｋｕｌａ．

Ｐａｌｕｄｉがあ る。

竹製高床の穀倉

少ない

陸稲
バ ナナは

その間作物

陸稲卓越型の焼畑が衰退しつつある
段階

ハルマヘラ島の中央部

Ｌｉｍａｕ 村

極相林に近い熱帯林

品種数少し

耕地の一部に播種

主 と して多年生のバナナの数多 くの
品種を植付。成熟後，収穫が間断な
く多年 に亘 ってつづ く

耕地の周辺部で栽培

陸稲栽培用の特定の農具なし

特定 の計量用具な し。石油缶が計量
の単位 とな っている

大型 の竹筒，畑小屋の一隅

多 い

バ ナナ 陸稲は
その前作物

根栽型の焼畑に陸稲が侵入しつつあ
る段階

ハルマヘ ラの北端部

この点は， ガレラ地域でアワやハ トムギなどがいまも儀礼食に用いられている ［石毛

１９７８：２１８；佐々木　１９８０：７４５］のと対照的である。このような事実からみて，Ｌｏｃｅ

村の焼畑農耕の特色を《陸稲卓越型》のそれとして捉えることは誤 りではない。 しか

し，現在み られる彼らの農耕形態は，前述のように，人口圧その他の要因により，休

閑期間が著 しく短縮されたものになっている。それは高谷好一の 「短期休閑畑」とい

う類型 ［高谷　１９８５：３４ユに近いものということができる。 しか し，この村でもかつ

ては休閑期の長さが１０年を越 していたことは確かであり，陸稲を主作物 とする農耕が，

以前は典型的な《陸稲卓越型焼畑》の形態をとって営まれていたことは間違いない。

　では，Ｓａｈｕ地方にみ られるこの《陸稲卓越型焼畑》の成立はいつ頃のことと考え

られ るだろうか。この点が興味ある問題になるが，その時期を確証するに足るデータ
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はいまのところ存在 しない。 しか し，１６世紀に香料諸島 （現 ・マルク諸島）を訪れた

ヨーロッパ人のいくつかの記録の中には，ティドレやテルナーテなどの島々で米の存

在 したことが記されている （例えばピレス　［１９６６：３６３］）。 おそらく，テルナーテの

対岸地区などを中心に，ハルマヘラ島における陸稲化現象が進行 しはじめるのは，こ

の１６世紀頃以降の時期，たぶん１７，１８世紀以後のかなり新 しい時期のことと考えてよ

いのではなかろうか。

　このインドネシア東部でみられた《根栽型》の焼畑をべ一スにする陸稲化現象は，

フィリピンの焼畑において，より新しい時期に顕著な形態をとって進行 したようであ

る。次にその事例をとりあげ，東南アジアにおけるもっとも新 しい陸稲化現象の具体

的な進行のプロセスをみてお くことにしよう。

（３）　 フィ リピンの焼畑 における陸稲化現象の進行

　　　　　 《根栽＝雑穀型》からの進化

　 Ｈ ．Ｃｏｎｋｌｉｎ に よ る ミン ドロ島 の Ｈａｎｕｎ６０ 族 の焼 畑 に つ い て の詳 細 な調 査 は， フ

ィ リピ ン諸 島 中部 にみ られ る典 型 的 な 焼 畑 農 耕 シス テ ム の全 体 像 を 明 らか に した もの

と して よ く知 られ て い る。 彼 らは Ｙａｇａｗ 山 の 斜 面 を お お う熱 帯 降 雨 林 の二 次 林 を ・

２月 か ら ３月 頃 にか けて 伐 採 し，主 に ３月 か ら ５月 頃 に か け て火 入 れ を行 い ，焼 畑 耕

地 を造 成 す る ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９６２：４５９］。 彼 らが 焼畑 で 栽 培 す る作 物 の種 類 は８７種 （土

名 によ る品種 区分による と延４１３種）に及 び；初 年 目の 耕 地 に限 って も４０～ ５０種 の作 物 が栽

培 さ れ る とい う ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 Ｉ　９５７：７７－８５］。　Ｈ ａｎｕｎ６０族 の焼 畑 は ， この よ うに きわ

め て多 種 類 の作 物 を同 一 の 耕 地 で 混 作 す る こ とが ， そ の大 きな 特 色 とな って い る。 し

か し，初 年 目 の耕 地 で 主 作 物 と して 栽 培 され るの は陸 稲 と トウモ ロ コ シで あ る 。 そ の

うち火 入 れ の終 った焼 畑 耕 地 にす ぐ点 播 され るの は トゥモ ロ コ シで ， そ れ は ７月 か ら

８月 に か けて 収 穫 され る。 しか し，Ｈａｎｕｎ６０ 族 の 世 界 で ， 社会 的 に も，宗 教 的 に も

も っ と も重 要 視 され る作 物 は陸 稲 で あ る。 そ れ は 焼 畑 の 火 入 れ か ら ３～ ７週 間 を経 た

５月 か ら ６月 初 旬 に播 種 され るが ， そ れ に 先 立 ち地 域 共 同 体 レベ ル と世 帯 レベル で播

種 儀 礼 が行 わ れ る ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９５７：８７－－９０］。

　 これ ら ２種 類 の播 種 儀 礼 や 後 に行 わ れ る収 穫 儀 礼 な どに つ い て は ，す で に 宮本 勝 が

詳 しい報 告 を 行 って い るの で ［宮 本 　 １９８６：１６４－１８０］，詳 説 は避 け るが，ニ ワ トリや

ブ タ を供 犠 し， 儀 礼 的 播 種 を 行 って ， 稲 の 精 霊 の来 臨 を祈 る儀 礼 が く り返 し行 われ る。

そ れ と と も に， 陸 稲 の栽 培 期 間 中 に は， 稲 の精 霊 （稲魂 ） が逃 げ る の を防 ぐた め ，数

多 くのタ ブ ーが 守 られ て い る。 トウモ ロ コ シや タ ロイ モ な ど他 の作 物 の栽 培 に も小規
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模 な儀 礼 が伴 って い るが， そ れ は 陸 稲 の そ れ とは比 較 に な らな い もの で ， 陸 稲 の 栽 培

に は稲 魂 を め ぐる宗 教 的 な 色彩 が ， と くに濃厚 な こ とが注 目 され るの で あ る。

　 具体 的 な陸 稲 の播 種 方 法 は， 男 ・女 が一 組 に な り，掘 棒 を使 って 穴 播 きす る普通 の

方 法 で あ るが ，栽 培 され る稲 の 品 種 は 総 計９２種 （うち モ チ稲 ５種 を 含 む） に 及 び ， そ

の うち少 な くと も ４～ ５種以 上 の 陸稲 を ，種 類 毎 に ま とめ て 同一 の耕 地 に 播 種 す る と

い う。 しか も ， そ の際 注 目す べ き は， キマ メ ， ウ リ， キ ュ ウ リ， ア ワ， モ ロ コ シな ど

の種 子 を少 量 ず つ 陸 稲 に 混ぜ て 混播 をす る こ とで ， Ｈ．　Ｃｏｎｋｌｉｎ は ， 以 前 に は ア ワ と

モ ロコ シ は， いま よ りず っ と重 要 な作 物 であ った と指 摘 して い る ［ＣＯＮＫＬＩＮ　 １９５７：

９０－９２］。

　 陸 稲 の 播 種 の 終 った 焼畑 で は，獣 害 防 除， 除 草 ・間 引 きを 行 った あ と，収 穫 季 （１０

月 初 旬 ～１２月 初 旬 ） を迎 え る。 稲 魂 の逃 亡 を 防 ぐた め の収 穫 前 の儀 礼 を行 っ たの ち ，

穂 摘 み 具 を 用 い て 陸 稲 の収 穫 が行 わ れ る。 そ の あ と足 に よ る脱穀 ，籾 の高 倉 へ の収 納

を 終 え ， １２月 頃 に村 レベル で の収 穫 祭 が行 わ れ る。 稲作 に伴 うさ ま ざ ま なタ ブ ー は，

この と き解 除 さ れ ，稲 作 の シ ーズ ン は終 るの で あ る ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 １９５７：９９－１２０］。

　 Ｃｏｎｋｌｉｎ に よ る と， こ の稲 作 に費 され る労 働 時 間 は全 農 業 労 働 時 間 の約 ２／３に及 ぶ

と い うが ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９５７：１３３］，上 述 の よ うに ，稲 （魂 ） が宗 教 儀 礼 の 中心 にな っ

て い る こ と と相 侯 って ， ＨａｎＵＩ１６０族 の焼 畑 に お いて は 陸 稲栽 培 の比 重 が き わ めて 大

きい こ とが わ か るの で あ る。 この よ うな 意 味 で ，初 年 目 の それ に限 れ ば， 彼 らの焼 畑

を 《陸 稲 卓 越 型 》 とよぶ こ と は間 違 い で は な い 。

　 しか し，Ｈａｎｕｎ６０ 族 の 社会 にお い て は ， 陸 稲 の 社会 的 ・宗 教 的 重 要 性 は大 きい が ，

そ の食 糧 と して の重 要 性 は 必 ず しも大 き くは な い 。年 間必 要 食 糧 の 約８０％ は イモ類 や

バ ナ ナな ど の根 栽 作 物 に 依 存 して い る とい われ て い る ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９５７：１４７］。 実

際 に， 陸 稲 収 穫 後 の焼 畑 で は， サ ツマ イ モ を 中心 に ， タ ロ イ モ （２１種）， ヤ ム イモ （３２

種 ），マ ニ オ クな ど の イ モ類 の栽 培 とそ の 収 穫 が つ づ け られ る。 さ らに そ の後 は，焼 畑

を再 整 理 した あ と， 多 くの 場 合 ， バ ナ ナ の若 芽 が植 付 け られ る。 この 地域 で栽 培 され

るバ ナナ の 種 類 は２９種 に及 び ，通 常 は青 い ま ま煮 て食 べ る いわ ゆ る料 理 用 バ ナ ナ が多

い。 しか も， これ らの バ ナ ナ は す べ て多 年 生 の もの で ， ８～２０年 間 に わ た って その 収

穫 を つ づ け る こ とが で き る と い う ［（〕ｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９５７：１２３－１２６］。

　 つ ま り， こ こで は 陸 稲　 　及 び そ れ と混 作 され て いた 作 物一 の収 穫 を 終 え た あ と

の 焼 畑 は， イモ 類 や 多 年生 の バ ナ ナ な ど を 中心 と した 根 栽作 物 の栽 培 の場 に替 るわ け

で ， この根 栽 作 物 の栽 培 は ，短 か けれ ば １年 ，長 け れ ば１２年 ほ ど も連 続 して つ づ け ら

れ る。 した が って ，Ｈａｎｕｎ６０ 族 の 農 民 た ちは ，初 年 目の陸 稲 を主 作 物 とす る穀 作 型
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の 焼 畑 の ほか に ， そ の ２～ ３倍 の大 き さの 根 栽 型 の焼 畑 を 常 に経 営 して い る こ と にな

る ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９５７：１３３］。 この よ うにみ て くる と，彼 らの焼 畑 の全 体 系 は 《陸 稲 二根

栽 型 》 と して 類 型 化 す る こ とが可 能 だ と考 え られ る ので あ る。 おそ ら く， この類 型 の

焼 畑 が 生 み 出 され て くるの は ，現 在 の輪 作 形 態 な どか ら判 断 して ， 《 根 栽型 》 の焼 畑

初 年 目 に ，少 量 の 陸 稲 と と も にア ワや モ ロ コ シ，豆 類 ，果 菜 類 な どを 混 作 す る《 雑 穀
　 　 　 　 　 ，

栽 培 型 》 の焼 畑 がま ず 侵 入 し， そ の 後 ， 陸稲 化 現 象 の進 展 に よ り，初 年 目 の耕 地 で 陸

稲 の ウ ェイ トが著 し く高 くな って で きた もの と推 定 さ れ るので あ る。 前 述 の よ うに ，

か つ て は ア ワや モ ロ コ シの 重 要性 が い ま よ り大 き か っ た と Ｇｏｎｋｌｉｎ が述 べ て い るの

も， こ の よ うな作 物 構 成 の変 化 を 推 察 す る うえ で参 考 に な る。 た だ し・ そ の 陸 稲 化 現

象 の進 展 した 時 期 や 理 由な どに つ い て は， い ま の と ころ必 ず し も明 らか で は な い。

　 上述 の事 例 の ほ か ， ミ ンダ ナ オ 島の Ｂａｇｏｂｏ 族 や Ｍ ａｎｏｂｏ族 な ど の も とで も， 陸

稲 栽 培 や ブ タ飼 育 が導 入 され る以 前 に， サ ゴヤ シ澱 粉 の 採 集 とタ ロイ モ ， ヤ ム イ モ，

サ トウ キ ビ，バ ナ ナ な どの栽 培 に基 礎 を お く根 栽 型 の 焼 畑 が 営 ま れ て い た こ とは ，す

で に大 林 太 良 に よ って 論 ぜ られ

た とお り で あ る ［大 林 　 １９６１：

２２２－２２８］。 で は ，ル ソ ン島で は

焼 畑 にお け る陸稲 栽 培 は ど の よ

う に位 置 づ け られ るだ ろ うか 。

Ｗ ．Ｈ ．　Ｓｃｏｔｔに よ る と， ル ソ

ン島 北 部 の山地 民 の伝 統 的農 耕

形 態 （５～ ６世 代 ほ ど以 前 ） は ，

大 別 して 次 の四 つ に類 型 化 で き

る とい う ［ＳＧＯＴＴ　Ｉ９５８：８７］。

① ｌｆｕｇａｏ族 ，　Ｃｅｎｔｒａ１　Ｂｏｎｔｏｃ

族 を 中 心 と した古 い水 稲 階 段 耕

作 ，② そ の南 の Ｂｅｎｇｕｅｔ 族 お

よ び そ の周 辺 に み られ た 根 栽 型

の焼 畑 農 耕 ，③ 北 Ｋａｌｉｎｇａ族 と

Ａｐａｙａｏ族 を 中心 と した陸 稲 卓

越 型 の 焼畑 農耕 ，④ 南 Ｋ ａｌｉｎｇａ

族 な どに み られ る階段 耕 作 と焼

畑 の 双 方 で 稲作 を行 う もの ， で

図 ３　 ル ソン島北部 山地の主要民族

　 　 　 （［ＳＣＯＴＴ　ｌ９５８１による）
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あ る。 ① の類 型 につ い て は，本 稿 の主 題 とや や 離 れ ， ま た最 近 ・ Ｈ ・Ｃｏｎｋｌｉｎ に よ る

詳 細 な報 告 が 刊 行 され た の で ，詳 細 は それ に ゆず る と して ，差 し当 って の と こ ろ， 次

の点 を注 目 して お きた い 。

　 典 型 的 な 水 稲 階 段耕 作 を行 う Ｉｆｕｇａｏ族 の も とで は， 焼 畑 は補 助 耕 地 の 機 能 を もつ

のみ で ， 陸稲 は栽 培 せ ず ， 主 と して サ ツマ イ モ （他にササゲ，キマメ， インゲ ンな どの豆

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 コ

類， トウモ ロコシ，アワ，モ ロコシ，バナナ， マニオ ク， サ トウキビその他少量ずつ きわめて多

数の間作物）を 栽 培 す る。 しか し， こ の焼 畑 の 一 部 ，あ るい は階 段 状 水 田 の一 部 な どで

は間 作 物 と して タ ロイ モ （サ トイモ） を 栽 培す る こ と も少 な くな い。 この タ ロイ モ は ，

Ｉｆαｇａｏ族 の社 会 で は儀 礼 的 に は稲 につ ぐ重 要 性 を も ち，稲 と組 み合 わ され て 多 くの宗

教儀 礼 に 用 い られ て い る こ とが 多 い とい う ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 ｌ９８０：２５］。 ま た ， そ の壮 大

な 階段 耕 地 の形 成 につ いて は，従 来 ， い くつ か の仮 説 が提 出 され て きた が ， 確 実 に い

え る こ とは ， こ の種 の農 耕 形 態 が数 世 紀 以 上 に亘 って こ の地 で 自成 的 に発達 した とい

う こ とで あ る。 最 近 の Ｃ１４年 代 の 調査 で は ，集 落 とそ の付 近 の階 段 耕 地 の発 掘 で ７～

１１世 紀 頃 と い う年 代 が 得 られ ， よ り高 地 の テ ラス の木 製 支 柱 （地滑 りによ り露出） の年

代 測 定 の結 果 で は１５５０±６０年 とい う数 値 が得 られ た とい う ［ＣｏＮＫＬＩＮ　 １９８０：３８］。

　 上 述 の よ う な前 提 に立 ち， Ｈ ．　Ｃｏｎｋｌｉｎ は ＩｆＵｇａｏ農 業 の 発 達 の プ ロ セス を 次 の よ

うに推 定 して い る。

過去 ４～５００年ない しそれ以上の間， 水稲 とタロイモの階段耕作は， タロイモ，ヤムイモな

どの根栽作物 （サ ツマイモは除 く） とアワ， モロコシなどの雑穀を栽培す る焼畑と結びつ き

つつ， イフガオ地域のすべての谷筋に展 開 して いった。 しか し，それよ り以前の時代 には，

谷間の低位の緩斜面を焼畑を営む人た ちが利用 していたが，彼 らは同時に小規模なタロイモ

の階段潤 既耕作 も行 っていた らしい。いず れに して も，この地域で農業や人 口に急激 な変化

がみられたのは，１６世紀にサツマイモが導入 され，さ らに鉄鍛治の技術が普及 して以後 のこ

ととみられ る。［ＣＯＮＫＬＩＮ　ｌ９８０：３８］

　要するに，この地域においては，文化の基層を構成するものとして根栽作物を中心

に，それに若干の ミレットが加 った《根栽＝雑穀型》の焼畑が古 くか ら展開 していた。

ところが，数世紀ないしそれ以前の頃か ら，階段耕地を築いて水稲を栽培する動きが

急速に進み，今 日みるような景観をつ くり上げたというのであ る。私は基本的に，こ

の Ｃｏｎｋｌｉｎ説を受け容れたいと考えている。 つまり， 根栽作物を主作物とした《根

栽＝雑穀型》 の焼畑を基盤に，相対的に海抜高度の高いボントク ・イフガオ地区では

高位斜面を中心 に階段耕地の造成 と水稲耕作化がすすみ，他の地域の低位斜面の一部

では焼畑における陸稲化がすすんだ と考え られるのではなかろうか。

　こうして，ボントク ・イフガオ地域を中心に水稲＝階段耕地化が進行すると，その影
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響 が 周辺 地 域 へ及 ん で い く。上 述 の Ｓｃｏｔｔに よ る四 つ の類 型 の うち，② の類 型 に属 す る

Ｂｅｎｇｕｅｔ族 及 び そ の 周 辺 の 焼畑 は ，ス ペ イ ン統 治時 代 の終 り頃 まで は 根 栽 型 の 焼 畑 の

特 色 を有 して お り，古 くは タ ロイ モ を主 作 物 とす る もの で あ った ら しい 。Ｓａｇａｄａ族 な

どで ， い ま も ３種 類 の タ ロイ モ の植 付 に よ って農 耕 暦 が儀 礼 的 に は じま る と い う慣 行

がみ られ るの も， この よ うな 古 い タ ロイ モ耕 作 の残 影 だ と Ｓｃｏｔｔは み て い る ［ＳＣＯＴＴ

１９５８：９０］。 い ず れ に して も， この種 の 《根 栽 型 》 の焼 畑 は ，ル ソ ン島 北 部 で 水 稲 化

あ る いは 陸 稲 化 現 象 が 進行 す る以 前 の古 い焼 畑 の特 色 を よ く伝 え るも の と い う こ とが

で き る。

　 これ に対 し， ③ の類 型 は ， ル ソ ン島北 部 の低 位 丘 陵地 帯 の北 Ｋａｌｉｎｇａ 族 や そ の 北

方 の Ａｐａｙａｏ族 の も とで み られ る典 型 的 な 《 陸稲 卓 越 型 》 の焼 畑 を指 して い る。 一般

に Ｋａｌｉｎｇａ 族 で は ２年 間 陸稲 を 連 作 して ３～ ４年 休 閑 す る。　Ａｐａｙａｏ 族 で は １年 間

の み 陸 稲 を 栽 培 して ３～ ５年 間休 閑 す る 焼 畑 を 営 ん で い る。 と くに Ａｐａｙａｏ族 の 場

合 に は， 男 ・女 で 陸 稲 の播 種 作 業 を行 うので は な く，女 だ けが 掘 棒 を 用 いて 播 種 を行

い ，除 草 も女 の み と い う女 の労 働 に偏 した農 耕 が行 わ れ て い る。 そ の限 りに お い て，

《 根 栽 型 》 の焼 畑 農 耕 の特 色 が ， そ の労 働 形 態 に残 存 して い る と い う こ とが で き る。

　 と こ ろで ， 北 Ｋ ａｌｉｎｇａ族 に属 す る Ｓａｌｔａｎ川 や Ｍ ａｌａｇ川 上 流 の村 む らで は，生 育

期 間 約 ３カ月 の 早 生 種 を は じめ各 種 の 陸稲 の栽 培 を行 って い るが ，そ こで は焼 畑 に お

い て 陸 稲 栽 培 が卓 越 化 す る程 度 が と くに著 しい。 彼 らの焼 畑 で は ， 豆 類 を耕 地 の縁 辺

の 一 部 に作 付 す る ほか は ， サ ツマ イ モ や タ ロ イ モ な ど を混 作 す る こ と も稀 だ とい う。

と くに Ｇｏｄｄａｎｇｓ村 な どで は，焼 畑 で 陸稲 以 外 の もの を栽 培 す る こ と はタ ブ ー と され

て い る ほ どで あ る。しか も，この村 で は ，モ チ種 の 陸稲 が栽 培 され ，播 種 前 には三 角形 の ，

収 穫 時 には 円 形 の モ チ （たぶ ん チマ キで は な いか ） が儀 礼 食 と して 調 製 され ， 家族 内

の最 年 長 の 女 が 中 心 に な って 祈 りを さ さげ る 慣 行 が み られ る とい う ［ＳｃＯＴＴ　 ｌ　９５８：

９９－１０３］ｏ

　 ま た ，北 Ｋａｌｉｎｇａ や Ａｐａｙａｏ地 域 の 焼 畑 民 た ち は， 陸 稲 の生 育 に は多 数 の 精 霊 や

神 々 が関 係 す る と考 え て い る。その な か で も 中心 にな るが 《 稲 の女 神 》 で ，Ｇｏｄｄａｎｇｓ

村 を 含 む 北 Ｋａｌｉｎｇａ の地 方 で は ， こ の稲 の 女 神 とモ チ稲 が 観 念 的 に同一 の もの と考

え られ て い るよ うで あ る ［ＳｃｏＴＴ　 ｌ９５８：９３，１０３］。 この点 は，ル ソ ン島北 部 の 陸稲 栽

培 を 行 う焼畑 民 の 文化 的特 色 を考 え る うえ で注 目 すべ き事 実 で あ る。 す な わ ち，彼 ら

の も とで は ，　 　 上 掲 の諸 族 の ほ か ， Ｔｉｎｇｕｉａｎ 族 ［ＣｏＬＥ　 ｌ９２２：２９７－２９９，３８７－

３９５］（焼畑での陸稲 と階段耕地によ る水稲栽培の双方を行 う。④の類型に入 る）な ど も含 め

東 南 ア ジア の 大 陸 部 や 島 峡 部 の 多 くの 陸稲 栽 培 民 の と ころ で認 め られ る 《稲 魂 》 の信
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仰がきわめて稀薄である。それに代 って，各種の精霊や《稲の女神》の信仰などがあ

らわれ，一部ではその稲の女神 とモチ稲とが観念的に同一視 されるというのである。

いう迄もな く，モチ稲を含むモチ種の作物を儀礼的に用いる慣行は，主 として照葉樹

林帯及びその周辺地域にみられる特徴的な文化現象で ［佐々木　１９８２：１５１－１５６］，よ

り南方の熱帯森林地帯にひろくみられるものではない。 とすれば， ルソン島北部 の

《陸稲栽培型》の焼畑農耕の中には，南か らの影響とは別の要素が含まれている可能

性 も考え られるのである。

　 いずれにしても，すでに幾度か引用 した Ｗ．Ｈ・Ｓｃｏｔｔによると，この Ｋａｌｉｎｇａ地

域へ水稲栽培技術が導入されるのは米 ・西戦争のころであるが，当時すでにこの地域

では，根栽作物は副次的なものとなり，人 口を維持するに足 る量の陸稲が栽培されて

いたという ［ＳｃＯＴＴ　１９５８：９０］。 この説にしたがうと・少な くとも前世紀末頃まで

には，ルソン島北部の焼畑における陸稲化現象はほぼ終 っていたとみることができる

のである。おそらく，その現象が進んだのは，１７・１８世紀頃以降のことと考えて大き

な間違いはないのではなかろうか。

　いずれにしても，陸稲化現象の進行については，その時期を確定するに足 る史料が

ここでも欠けている。だが，次に述べるバタン島の場合には，ヤムイモを主作物とす

る《根栽型》の焼畑に陸稲が導入されはじめた時期を，１９世紀中頃以降とほぼ確定す

ることができる。これは陸稲化現象の時期を確定できるきわめて稀な例だということ

ができるのではなかろうか。

（４）　バ タン島の焼畑への陸稲栽培の導入

　 ル ソ ン島 と台湾 の 間 に あ るバ シー海 峡 の ほぼ 中央 に位 置 す るバ タ ン島 は， 台 湾 東 南

方 の 紅 頭嶼 （蘭嶼 ）に居 住 す る Ｙａｍｉ族 の故 地 と して 知 られ て い るが ， そ こに は水 田 は

ま っ た くな く， 現 在 は ヤ ム イ モ ， トウモ ロ コ シ， サ ツマ イ モ を主 作 物 とす る畑 作 農 耕

が ひ ろ く営 まれ て い る。 表 ３は， １９７０年 に われ わ れ が調 査 を行 った 同 島 の南 端 に近 い

Ｉｔｂｕｄ 村 で 無作 為 に抽 出 した ９戸 の農 家 の所 有 す る約 ２００筆 の農 用地 の 中 で ， 調 査 の

時 点 で作 物 を栽 培 して い た耕 地 （９２筆 ） の主 作 物 を調 べ ・ そ の 割合 を示 した もので あ

る。 サ ツマ イモ ， ヤ ムイ モ ， トウモ ロ コ シの それ ぞ れ を主 作 物 とす る耕 地 が全 耕 地 の

約 ８０％ を 占 め， この ３種 の 作 物 の 占 め る比 重 が きわ めて 大 き い こ とが わ か る 。一 般 に

ヤ ム イ モ と トウモ ロ コ シは輪 作 の 初年 目に作 付 さ れ ， サ ツマ イモ は ２年 目以 降 の耕 地

で栽 培 さ れ るこ とが 多 い 。 通 常 ， この 島 で は ，畑 地 の耕 作 期 間 は ２～ ３年 ，休 閑期 間

は ３～ ５年 程 度 で あ る ［佐 々木 　 １９７０ｂ：４４－５２；立 命 館 大 学 探検 部 フ ィ リピ ン ・バ タ
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表 ３ １ｔｂｕｄ村 の 耕 地 と 作 物

耕

地

耕地１筆ごとの主要作物

サ ツ マ イモ

トウ モ ロ コ シ

ヤ ム イ モ

サ トウ キ ビ

オ カ ボ

 (wakai) 
 (mais)  

(uui) 

(onas) 
(pa-ray)

耕地数（筆）

３６．５

２１

１９．５

１１

４

全耕地の中に占
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ン諸島学術調査隊　１９７１：４１－７２］。

　問題の陸稲は Ｉｔｂｕｄ村を構成する７３戸のうち２０戸が栽培 しているが， 耕地の筆数

か らみると，陸稲の占める割合は全耕地のわずか４％強を占あるにすぎない。 しか し，

陸稲を栽培する耕地は一般に緩斜面の低位の部分で，小河川に沿い，肥沃なよい土地

である場合が多い。このような好条件の土地は，村落内で も比較的社会階層の上位の

農民が所有する傾向が強い。したがって，この村における陸稲栽培は社会的に上層の

ものに偏る傾向がみられる。

　この島では，雨季の終りの１１月から１月頃にかけて原野や叢林を拓 き，新 しい耕地

写真 ８　 バ タ　ン 島 の 陸 稲 畑
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の開墾が行われる。草やブッシュを刈 り倒 し，約 １週間ほど乾燥させたあと，適当な

日の夕刻にこれを焼 き払 う。陸稲は・前述のように，輪作の初年 目に作付 されるので，

開墾 した土地を鍬 （ａｓａｄａ）や鉄製の掘棒 （ｖａｒｅｔａ）を用いて耕起 し，畝をつ くり，男が

そこに種籾を条播 し・女が覆土す る。小型の除草具 （ｋａｌａｉｄあるいはｋａｒａωａｎ）を用い

て２回ほど除草を行 うが・ 出穂期になると・耕地に見張小屋 （ｒａｔａｇ）を建て，作物の

監視 （主として鳥追い）を行い， ６月下旬か ら７月上旬に収穫期を迎える。 陸稲の収穫

は小型の穂摘具を用いて収穫する。穂摘みされた稲穂は日光乾燥 させたのち，家屋内

の天井から穂束のまま吊り下げて保存する。消費するときには，必要に応じて束にし

た稲の穂先を臼に入れ，堅杵で脱穀 し，円形箕で風選 したのち，同じ臼と杵で精白し

て食用に供 している。全体 として，雑穀のそれと同 じ収穫，調整法であり，その稲作

のプロセスには，とくに注意すべき特色はない。

　 ところで，このバタン島には，寛文 ８年 （１６６８） と天保 ２年 （１８３１）の２回にわた

り，日本の遭難船が漂着 し，しかも，その漂流人たちが，九死に一生を得て 日本へ帰

国 し・ 公儀の取調べに応じて島の状況を語 った珍 しい記録が残されている６》［佐 々木

１９７５：３０５－３３５］。

　寛文の漂流記は，スペイン人の到来前のこの島の状況を記 した貴重な記録だが，そ

れによると，「波丹にて我々とも居申候所．．．．．。山には大木御座候」 とある。 現在は林

相が著 しく悪化 しているバタン島においても，当時は豊かな熱帯モンスーン林が生育

していたことを述べている。 主要な生業であった農耕については， 「畑は山焼にて植

物は芋斗 り作申候。其外五穀之類は無之候。日本 にてなんばんと申唐 きび植申候。た

はこ作申候」 とある。要する山地斜面で焼畑農耕を行い，主 としてイモ　 　現在の作

物構成から判断 し，在来種のヤムイモ　　を栽培 し，他に トウモロコシ，タバ コなど

の新大陸原産の作物が， すでに少量ずつ栽培されていたという。 「其外五穀之類は無

６）寛文年間の漂流の記録 は 「尾州大 野村船漂流一件」 と 称する もので， ｒ日本庶民生活資料集

成』 （１９６８，三一書房） に収録 されているものによ った。 なお， これ とほぼ同文 のものが 「馬

丹漂流記」 として石井研堂編 『漂流奇談全集』に収録 されているほか， ２～ ３の版本 が公刊 さ

れている。バタ ン島へ最初 にスペ イン人 が到来 したのは， この漂流事件 のあ と１８年 をへ た１６８６

年 である。 だが， この ときの宣教師は永住せず， この島が完全 にスペイ ンの統治下 に入 るの

は１７８３年 の ＢａｓｃｏＤｏｎ　Ｊｏｓｅ将軍の遠征以後の ことである。 したが って，寛文の漂流記はスペイ

ン人 到来以前の この島の様子を記録 した貴重 な資料 とい うことがで きる。

　 天保年間の漂流記は，未刊の もので， ここでは金 関丈夫博士が所蔵 されていた，表紙見返 し

中央 に 「漂流人 口書」，表紙左下に，「宇治甚助外」 と書かれた写本 を底本 とした。貴重な写本

を貸与 して頂いた故金 関丈夫先生 に厚 くお礼を申 し上 げる。なお， この天保の漂流記 にはい く

つかの異本があるよ うで，水主 として雇われた清兵衛 の口書が 「塵浜村清兵衛バタ ンへ漂着の

次第 口書」 と題 して 『加能越漂流諌』（石川県図書館協会）に収録されてい る。「清兵衛 口書」

と して適宜引用する。右の二つの漂流記， とくに天保のそれにつ いての書誌的事項 や漂流の事

情その他詳細 については佐 々木 ［１９７５：３０５－３３５］を参照され たい。
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之」というか ら，陸稲を含めアワなどの雑穀類の栽培はなかったものと思われる。寛

文の漂流者たちは，漂着の後，この島に３年間とどまり，農業労働などに従事させ ら

れていた。 したがって 「五穀之類は無之」 という記載は信頼できる。当時，この島で

はヤムイモを主作物とする《根栽型》の焼畑が卓越 していたとみて間違いない。

　天保の漂流記 （「漂流人口書」）の時点においても，この島の農業の形態には大きな

変化はなかったらしい。「同国土地ハ山多，稲作な し畑斗，水ハ山谷を流れ出ルを呑，

井戸，池杯ハな し」という。山地が多く，水利条件が悪いので，稲作はなく，もっぱ

ら畑作に頼っている状態であった。さらに 「作付かたハ此国ニハ鋤鍬なく，杭二而地

を和 らけ，芋又ハ砂糖黍之類を作 る」 とある。掘棒によるイモ耕作とサ トウキビの栽

培が営まれていたことが記 されている。陸稲作などを伴わない典型的な《根栽型》の

焼畑が，１８３０年代の時点で も営まれていたことがわかるのである。

　天保の漂流記の異本 「清兵衛口書」には，島の食事について 「家，野牛，羊，雀，

芋等を食 し，米は一向無御座候。私共は他の品は給付不申事故，芋を申請給申候。其

品三通， つ くね芋，里芋，琉球芋に御座候」 と記 している。米がなく， 芋といって

も，それにはヤムイモ，タロイモ，サツマイモの３種類のあることを指摘 している。

その中でもヤムイモとサッマイモが重要性を有 していたことは，「煮候薩摩芋」や 「つ

くね芋呉申候」というような記載が，いくつかみられることか ら推察 しうる。この島

の《根栽型》の焼畑の主作物は，１７世紀後期の頃にはヤムイモのみであったが，１９世

紀初頭の頃までに，新大陸原産のサツマイモがそれに加わ り，陸稲を除き，今 日のそ

れと余り変 らない焼畑の作物構成がつくり出されていたとみ られるのである。

　ところで，ここで注意すべきは，１９世紀初頭の頃，この島では稲はまったく栽培さ

れてはいなかったが，島内に米はすでに存在 していたことである。天保の漂流記には

次のような注目すべき記事がある。

　「食物ハ大将侍分米，獣之類，其外魚，鳥，長虫等也。在町ハ芋獣魚之類也。米は

末々ニハ無之。」というのである。

　当時，バタン島では，スペイン人を含む上層階層の人たちは米 と獣肉を食べ，一般

庶民は芋，獣肉，魚などを食べて，米は食べていなかったことがわかる。おそらく，

島外から輸入された米が，美味で高価な食料 として島内の極 く限 られた上層階層の人

たちの食膳に供 されていたのであろう。たぶん，その当時の米はステータス ・シンボ

ルとしての役割を十分果していたものと考えられるのである。

　バタン島では，この天保の漂流記 （１９世紀前半）以後，約１００年ほどの間に陸稲の栽

培が導入され，前述のように、必ずしも卓越化はしていないが、相対的に上層階層の
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農民たちによって比較的良好な土地を選んで陸稲の栽培が行われてきたわけである。

おそ らく，このような陸稲栽培が，島内にひろがりは じめたのは，１９世紀末か ら今世

紀初頭にかけての頃ではなかったかと考え られる。最初は，貴族層の食料として導入

された米が，やがてそれ以外の人たちへ もひろがり，それが美味であること，そして

米を入手することは同時にステータス ・シンボルを獲得することにもなるので，次第

に上層農民か らその栽培をはじめ，今 日に至ったと考え られるのである。前述のハル

マヘラ島の調査においても，これとよく似た条件が陸稲化現象を促進す る要因になっ

ていたのである。

　 このような点を考え合わすと，米が他の食料一 雑穀やイモ類やサゴ澱粉など

と較べて大へん食味のすぐれた食糧だとひろく思われていること。同時にそれは非稲

作農民にとって，ある条件下で先進的文化の シンボルとなるものだということ。 した

がって，非稲作民のもとでは，米あるいは稲の取得 （栽培化）につとめることは，個

人的にも，社会的にも魅力に富むことだということ。少な くとも，これ らの諸条件が，

焼畑における陸稲化現象が現に進行 している地域においては，それを促進する主要な

要因になっていることは間違いないようである。おそらく過去においても，これらの

諸要因が焼畑における陸稲化を推しすすめる重要な要因の一部を構成 したことは確か

であろう。

　 問題は，これ らの諸条件と他の諸要因が，各地域，各民族 ごとにどのように絡み合

って陸稲化現象を進行せ しめてきたかという点である。が，その詳細な分析は，十分

なデータを欠 くため，現段階では不可能であり，後 日を期することにしたい。む しろ，

東南アジアの焼畑における陸稲化現象の実態とその類型を追究 しようとする本稿にお

いては，それ らをいくつかの類型にまとめ，次にその特徴を摘記することによって一

応のまとめとすることとしたい。

４． 東南 アジアの焼畑 にお け る陸稲化現 象の諸類 型

　　　　　 「まとめ」に代えて

　本稿の冒頭で指摘 したように，焼畑の輪作様式を指標に分類すると，インドシナ半

島からスマ トラ，ボルネオ，スラウェシに至る東南アジァの中心地域には陸稲化現象

が十分に進行 した《陸稲卓越型》の焼畑が分布する。これに対 し，それをとり囲む周

辺地域には，典型的な《雑穀栽培型》や《根栽型》の焼畑が一部に存在するとともに，

陸稲化現象の影響を蒙った《陸稲＝雑穀型》や《陸稲＝根栽型》など，さまざまなタイ
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プの焼畑がひろく分布 している。だが，これらの焼畑は，陸稲化現象の進展という立

場からみると，大別 して四つの類型に分類することができるようである。

　①熱帯モンスーン林《陸稲単作型》　　東南アジァ大陸部 （主としてインドシナ半島，

中国西南部の一部を含む）の亜熱帯あるいは熱帯モンスーン林地域では，陸稲を主作

物 として１年間のみ栽培 し， ２年目以降は休閑する《陸稲卓越 （単作）型》の焼畑が

ひろく分布する。このタイプの焼畑の特色をくわしく調べると，多数の雑穀や豆類，

果菜類を混作す る伝統を残 しており，また，かつては雑穀の栽培量がいまよりもはる

かに多か ったという伝承を伝えるものが少な くない。したがって，このタイプの焼畑

は《雑穀栽培型》の焼畑を原型とし，もともと雑穀の一種であった陸稲が，その役割

をある時点か ら急に大きくした結果生み出されてきたものとみることができる。言葉

を換えれば，私のいう陸稲化現象の進展により《雑穀栽培型》から《陸稲卓越型》へ

焼畑様式が変化 したものとみられるのである。この《陸稲卓越型》の焼畑では稲魂信

仰が一般 に顕著であり，農耕儀礼に水牛の供犠をとり入れているものが少な くない。

　一般にこのタイプの焼畑は，③の《陸稲連作型》の類型とともに，東南アジァの熱

帯 ・亜熱帯域における焼畑進化の一つのクライマックスということができる。また熱

帯モンスーン林地域における，この種の焼畑における陸稲卓越化の背景には，水田稲

作民との文化接触 による影響が，かなりの程度考えられるのではなかろうか。

　②亜熱帯モンスーン林《陸稲＝雑穀型》　　東南アジア大陸部の亜熱帯 モンスーン林帯

か らさらにより冷涼な照葉樹林帯にかけては，もともと雑穀類 （一部にはイモ類 も加

わる）を主作物とし，２～ ３年間の輪作を行 う《雑穀栽培型》の焼畑 がひろく分布 し

ていた。北西ビルマのマニプール川中流域の Ｃｈｉｎ族の焼畑などは，その貴重な残存

例の一つということができる。この種の 《雑穀栽培型》ないしは 《雑穀＝根栽型》の

焼畑の初年 目作物の中で陸稲が卓越化すると《陸稲＝雑穀 （根栽）型》とでもいうべき

焼畑の類型が出現する。①の類型の焼畑の分布域の外縁地帯 に当る，アッサムから北

ビルマ，雲南々部をへて華南に至る亜熱帯モンスーン林帯あるいは照葉樹林帯の一部

では，この種の《陸稲＝雑穀 （根栽）型》の焼畑がかなりの頻度で出現する。このタイ

プの焼畑では陸稲化は輪作の初年目のみにとどまり，２～ ３年目には旧来の作物構成

の特色を残す事例が少な くない。

　さらに，この亜熱帯モンスーン林帯か らより冷涼な典型的な照葉樹林帯に入ると，

焼畑における陸稲化の影響はきわめて稀薄になり，陸稲栽培を輪作体系の中に含まな

い《非陸稲型》とでもよべる焼畑の類型が一般的になる。この類型の延長線上に日本

の焼畑がみられることは，前にも述べた通 りである。ただし，この種の非陸稲型の焼
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畑についての分析は，改めて別稿を用意 して考察を加えることにしたい。

　③熱帯降雨林《陸稲連作型》　　 さて，前述のように，東南アジァの島嘆部，とくにス

マ トラ， ボルネオ，スラウェシなど， いわゆる Ｏｕｔｅｒ　Ｉｎｄｏｎｃｓｉａの主な島々の熱帯

降雨林地帯においても，陸稲栽培に著 しく傾斜 した《陸稲卓越型》の焼畑が営まれて

いる。 しかも，ここでは輪作の初年目と２年目にも陸稲を連作するほか，２～ ３年の

短い休閑期間をはさんで陸稲を連作するやや複雑な焼畑の様式が伝統的に存在 してき

たようである。この点，同じ《陸稲卓越型》と称 しても，大陸部の陸稲単作型のそれ

とはかな り特色を異に していることが注目されねばならない。この熱帯降雨林帯にみ

られる《陸稲連作型》の焼畑の基層には，タロイモ，ヤムイモ，バナナ・ハ トムギな

どを焼畑の主作物として栽培 し，他方では大量のサゴヤシ澱粉の採取 ・利用を行 う典

型的な《根栽型》の焼畑の存在 していたことが，さまざまなデータから推定すること

ができる。なかでもＫｒｕｙｔの東 Ｔｒａｄｊａ族における研究などはその点を よ く示唆す

るものである。

　前述のように，この島嶼 部の《陸稲卓越型》の焼畑においては複雑な輪作様式がみ

られるが，これなども多種類の栄養繁殖作物を連続的に栽培する《根栽型》の焼畑農

法の伝統を継承 したものである可能性が高い。また，この類型の焼畑農耕民のもとに

おいても，稲魂の信仰はきわめて色濃く存在するし，農耕儀礼の執行に当り，ときに

は水牛の供犠の行われる例 もみられるが，これ らの文化的諸特徴がどのような歴史的

過程を経て形成されたものかは必ずしも明 らかではない。おそ らく《根栽型》の焼畑

か ら《陸稲卓越型》のそれへ変化する過程 と並行 して，上述の文化的特色が，この地

域へ導入されたと推定されるが，その時期や具体的プロセスについては，現段階では

必ず しも明 らかにはなっていない。

　④熱帯降雨林《陸稲一根栽型》　　マルク諸島やフィリピン諸島を中心 とすは熱帯 降

雨林帯は，もともと典型的な《根栽型》の焼畑の分布する地域であった。僻地にはい

まも，その典型例が存すが，ここでも陸稲化現象の影響によって・《根栽型》の焼畑

の一部に陸稲が侵入 しつつあるものから，ほぼ陸稲卓越化のプロセスが終ったものま

で，陸稲化現象の進行段階に応じて，さまざまな焼畑の類型がみとめ られる。だが，

この地域の焼畑の特徴を端的に示す類型は，焼畑の初年目では陸稲栽培が卓越するが，

２年目以降はイモ類やバナナなどの根栽作物の栽培が中心とな る《陸稲＝根栽型》の

焼畑だということができよう。このタイプの焼畑は， 例えば ミンドロ島の Ｈａｎｕｎ６０

族のそれなどに典型例を見出すことができるが，それは《根栽型》の焼畑か ら《陸稲

卓越型》の焼畑へ変化する過渡的形態を示すものということができる。
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佐々木　 東南アジアの焼畑における陸稲化現象

　 いずれにしても，東南アジァの島填部の外縁地帯に当るこれらの地域においては，

陸稲化現象がもっとも遅れて展開したことは間違いない。そのことがマルク諸島やフ

ィリピン諸島などで根栽農耕の特色を色濃 くとどめる焼畑を，今日でもなお数多く残

す結果を導き出しているわけである。なかでも，バ シー海峡のバタン島などでは、ヤ

ムイモを主作物とする《根栽型》の焼畑が現在でも卓越 し，その中に陸稲が導入 され

たのは前世紀末から今世紀初頭の頃であることは間違いない。ここでは陸稲はいまな

お，一部の耕地で栽培されているにすぎないのである。 しかも，このバシー海峡を越

えた台湾山地の照葉樹林帯に住む焼畑農耕民のもとでは，陸稲の栽培比率は全体 とし

て著しく低 く，現在 もなお， 陸稲を栽培 しない焼畑がひろく展開しているのであ る

［佐 々木　１９７０：９８－１０２］。

　陸稲化現象の進展は，亜熱帯圏を越えた照葉樹林帯の各所にはほとんど及んでいな

いといってよい ［佐々木 １９８２：９４－ｌｌｌ］。 そのことは，すでに くり返 し述べた通 り

であるが，この照葉樹林帯の《非陸稲型》ともいえる焼畑の特色や陸稲化現象が進展

しなか った要因の分析など　　 それには単なる気候的要因のほか歴史的・文化的要因がいく

つか考えられるが　　については，改めて資料を呈示 し，さまざまな角度から分析をす

すめる必要がある。それは本稿の範囲をこえるものであり，他日，稿を改めて考察を

加えることとしたい。（１９８７．６．１５脱稿）
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