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書評　ジェ
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い

　 N

　　 ソ ミ ア

脱国家の 世界史

笹岡　正 俊 （北海道大学）

　 1．　 は じめに

　本書 『ゾ ミ アー脱国家の 世界史』は、「モ

ラ ル エ コ ノ ミー
」論や 「日常的抵抗」論など

で、日本の政治人類学 ・社会学者や、東南 ア

ジ ア をフ ィ
ー

ル ドとす る地域研究者に も大変

な じみの 深い 知の 巨人、ジ ェ
ーム ズ ・C ・ス

コ
ッ ト氏 （以下敬称略）が 2009 年 に刊行 し

た著作で あ る 。

　原題の
“
The　Art　of　Not　Being　Governed：

An　Anarchist　History　of　Upland　 Southeast

Asia”

が 示す よ う に 、本 書 が光 を当て る の

は、東南ア ジ ア （大陸部）の 山岳地域に暮 ら

す人ぴとが身につ けて きた 「低地国家 によっ

て統治 されない た めの 術」 と、それに よ っ

て 、国家に よる収奪 をか わ し、国家に内在す

る従属関係に組み込 まれ ることに抗 して きた

名 もな き 「ア ナ
ー

キ ス ト」民衆の 歴史 で あ

る。

　和書 の タ イ トル とな っ て い る 「ゾ ミ ア 」

は、そ う した人び とが長 ら く国家に 組み込 ま

れ る ことな く、自律 ・自治 を維持 して きた場

所で ある 。 地理的に は、ベ トナ ム の 中央高原

か らイ ン ドの 北東部 に か けて広が り、東南ア

ジ ア大陸部の五 力 国 （ベ トナ ム
、 カ ンボ ジ

ア 、ラ オ ス 、 タ イ、ビ ル マ ）と中国の 四川省

を含む広大な丘陵地帯 を指す 。 ゾ ミ ア は国家

の 中心部で生 じる侵略、奴隷狩り、疫病、強

制労働か ら逃げて きた人 た ちが少 な くとも

2
，
000 年 もの 間、次 か ら次 へ と住 む よ うに

な っ た、世界 の なか で も最 も広 く、また歴史

のある避難地域で ある 。

　本書で ス コ ッ トが 目指すの は、国家形成へ

の 反応 と し て 、ゾ ミ ア が意図的に作 り出 され

た無国家空 間で あ る こ と を描 く こ と、そ し

て 、そ こ に暮 らす山地民 を 「文明か ら取り残

され た原初状態に ある人び と」で あ ると考 え

て きた、低地で育まれた文明論を脱構築す る

こ とで ある 。

　2． 本書の 概要

　本書 は、監 訳者に よ るあ とが き、用語解

説 、 原注 を除 い て も、340頁 を超 え る大著で

ある。それを要約する こ とは評者の 手に余る

仕事だが、以下 、本書を構成す る各章の概要

につ い て みて い きた い
。

　本書 は、「は じ め に 」 を除 くと、以下 の と

お り 10 章か らな っ て い る （なお、各章 のあ

い だ に は内容 に か なりの 重複が ある）。

は じめ に

1 ： 山地、盆地、国家
一

ゾ ミア序論

II： 国家空間一統治と収奪の 領域

III；労働力 と穀物の 集積一農奴 と灌漑稲

　　 作

IV ： 文明とならず者

V ： 国家 との 距離をとる
一

山地 に移 り住む

VI ： 国家 をか わ し、 国家 を阻む
一

逃避の

　　文化 と農業

VI ＋ 1／2 ； 口 承、筆記、文書

VII ：民族創造一
ラ デ ィ カ ル な構築主義的

　　 見解

VIH ：再生 の 預言者た ち

IX ； 結論

　第 1章は、東南ア ジ ァ に限 らず世界各地に

お い て 「支配 と従属関係 が確 立 し て い る地

域」が ある
一

方、そ う し た 「従属 関係が築か

れず、自 らの 自律を維持する人び との 空 間」

が存在するの はなぜ か 、とい う問 い か ら出発

す る 。 「国家 の 下 で 統 治 され る人び と」 と

「自律 を維持す る人び と」 と い っ た 二 項対立

は、平地民 と山地民、開拓民 と原住民、下流

と上 流 、 文明 と野蛮、近代 と原始、歴史 を持

つ 人び とと歴史 を持た な い 人 び ととい っ た具
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合に、低地で育まれた文明論の なかで、さま

ざまな形 をと りなが ら現れ る。 ス コ ッ トはこ

う し た二 項対立 的な 関係 に あ る両者の 比較を

行 っ て い る。その なかで、本書の中心的な命

題 、すなわ ち 、 統治圏の 外側の 「辺境」に 暮

らす人び とが 、 原初的な社会形態の まま取 り

残 された者 たちで はな く、 自律 の維持 とい う

観点か ら、居住地 、 生業活動 、 社会構造を積

極的に選択 して きた人 た ちで あ っ た と い う

点、また、旧来の社会進化論 を含む文明論の

なか で 、「原始社会の 痕跡」で ある とみ られ

て きた山地民が持つ 特性、すな わち、地理 的

周縁性 、 移動性、 焼畑農耕、流 動的社会構

造、宗教的異端、平等主義な どは、国家か ら

の 逃避 と国家形成 を阻むため の 適応の 結果で

あ っ たとい う点が示 され る 。 第 1章は ス コ ッ

トの 論じるゾ ミア論の い わば 「導入」にあた

る部分で ある 。

　第 II章で 扱われ る の は、東南ア ジ ア 大陸

部 にお ける国家空 間形成 の 論理 と動態で あ

る 。 国家が税もし くは地代 （食糧、賦役、兵

力 、 貢物 、 交易可能な品、正貨）に依存 し て

い る以上、どの ようにすれば最小 コ ス トで安

定的に十分 な労働力や穀物余剰を支配者に保

証で きるかが国家の存立 に とっ て重要な課題

に な る。輸送手段が限 られて い た 前近代 に

は、国家の中心部 に近い地域で臣民 と耕作地

を集める必要があ っ た。 その た め、土地生産

性 が高 く、一定の 土地で永続的に耕作が可能

な水稲 は、国家形成 を可能にする農産物 とし

て最適で あ っ た。事実、東南ア ジ ア の ほぼ す

べ て の 前近代国家は灌漑稲作に適 した生 態環

境の なか に見出 される。 水田耕作 を基盤 とす

る伝統的農業国家が そ の勢力を拡張で きる範

囲は国家の 中核を養 うための 穀物運搬の 困難

さを決める地形 などによ っ て 強 く制約 されて

い たとス コ ッ トは述べ る 。 本章で は、東南ア

ジ ア大陸部にお ける国家建設に対する地理的

制約要因が ど の ような もの で 、国家の 立地、

維持、そし て 、権力の ダ イナ ミ ク ス に どの よ

うな影響を与えた の か が論 じられて い る。

　第 III章で は、東南 ア ジ ア 国家が 力ずくで

進 めた人 口 の 集中に焦点が当て られる。 近代

以前の東南ア ジ ア で は、富 を安全 に保持する

林業経済　68 （8）

ため の 唯
一

の 手段だ っ た労働力を集め る こ と

が権力の維持に欠かせ ない ものだ っ た 。 その

た め 、 繁栄 し た前近代東南 ア ジ ア 国家はみ な

人口 の 集積や定住化に熱心で あっ た。土地が

豊富 な東南ア ジ ア に 適 し た 移動耕作 は人 口 を

分散 させ る。また、移動耕作が生み 出すの は

国家が利用で きな い 富で もあ る 。 その
一

方

で、土地生産性が高 く、収穫が確実 な水稲栽

培は、穀物 と労働力の 集中が 可能で ある。 し

た が っ て 、 東南ア ジ ア大陸部の 国家は、潅漑

稲作を基本とする均一的な農業生態系 を作 り

出 し、人口 の凝集化 をはか っ た。その過程で

は人び と の強制的な移動が あ っ た。税や徴兵

と い っ た国家空 間に つ きまと う重荷か ら逃 げ

よ うと した人び との流 出が あっ たた め 、 国家

は常に 戦争に よる捕虜獲得や奴隷狩りな どに

よっ て、非国家空間 （特に山岳部）か ら人ぴ

とをつ れて くる必要が あっ た の で ある 。

　第 IV 章で は、国家形成の 黎明期に 「野蛮」

な辺境が どの ように作 り出されて きたのか が

検討される 。 水稲国家は 、 その勢力拡大の 過

程にお い て、周辺の 人び との
一

部 を取 り込み

つ つ 、他の人び とを追い 出 した 。 追い 出 され

た人び とは、さ らに 高地な どの辺境地域 へ と

移動 して 複合的で 小 さく分散 し た生活形態 を

維持 し た。水稲国家 は、そ の 内に い る人び と

を 「文明人」 として コ ー ド化する
一
方、自ら

の 勢力圏の 外に い る人び とや 、 そこ か ら逃れ

る人び と一言い 換えれば、国家の 中心が 容易

に 搾取で きる よう 「見えやすい 」形で富を生

み 出 し つ づ け る こ と の で き な い 人 び と
一

に

「野蛮人」の 烙印 を押 した。文明人 とは、実

質 的に は、国家 に完全 に統合 され、登 録 さ

れ、課税対象 に なっ た 人びと の こ と で あ り、

野蛮人は その逆 を意味した 。
つ ま り、「野蛮

人 」で あ る か どうか は国家に 向き合 っ た と き

の 「立ち位置」か らの み浮か び上が っ て くる

もの で あ り、「野蛮」あ る い は 「非文明」 と

い っ た概念は国家に よる産物以外の 何もの で

もな い
一

こ の こ とが、本章で は さま ざまな事

例を参照 しなが ら述べ られて い る 。

　第 V 章 で は、ゾ ミ ア の 住民が 「い ずれか

の 時期に国家権力が容易には到達 し得な い 山

地部に 自発的に 移出する こ とを選ん だ人び と

25
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の 集 ま り」で あ る こ とが 描か れ る 。 こ れ ま

で 、山地民 は 「文明的な生活 へ の転換に 何 ら

か の 理 由で失敗 して き た 先住民」あ る い は

「文化的 ・物質的に取 り残 された私たち の 生

きた先祖」で あ る とみ られ る こ とが 多か っ

た。本章で は、ゾミァ 以外の ゾ ミア的な地域

の 事例 も交 えつ つ 、こ うした旧来の 平地 民中

心史観 とは異なる見方が提示 され る。 ス コ ッ

トに よる と、彼 らを山地部に 向か わせ た要因

には、課税 と賦役、戦争 と反乱、略奪 と奴隷

略奪 、 人 と家畜の 過密に よ る伝染病、病害虫

被害や干ばつ に よる稲作の 凶作 と飢饉な どが

あ っ た。また、国家空間につ きまと う これ ら

の 災厄の ほ か 、山地部で 営まれ る焼畑農業が

病害虫被害 に あい に くく、 労働生 産性 が高

か っ た こ と も、人び と が 平地国家 に同化 し な

い 道 を自発的 に選択 し た背景 に あっ た と い

う。

　 と こ ろで、東南ア ジ ア大陸部 の 山地部 に 関

する歴史と民族誌の ほ とん どは、ス コ ッ トが

指摘す る よ う に 、明示 的で あれ暗黙裡で あ

れ、山地民が住む場所、居住形態、農業、社

会構造を所与の もの とし て 自明視 し、伝統や

生態学的な制約に縛られた もの と して扱 うこ

とが多い 。 ス コ ッ トは、こう した制約が あ る

こ と を認め つ つ も、山地 民の 営み の な か に

は、戦略的に選び取 られた要素が ある こ と を

強調する 。 第 VI章で は、こ の 点に 関連 し て 、

国家 をか わす、ある い は、国家 を拒む 戦略

を、居住場所、移動性、農業の あり方、社会

構造 に着 目し て 説明 し て い る。

　紙幅が限られて い るので、こ こ では、農業

に つ い て の 議論の み を簡単に紹介して お きた

い 。旧来の 文明論で は、人類の 生業戦略で最

も原始的な形態は 狩猟採集で あり、遊牧、園

芸 ・移動耕作、定住型農業、灌漑農業、産業

型農業の順に、より進歩的に なる と考 えられ

て い る に れに対応 して社会組織の 進化の 順

は小規模集団、集落、村落、町、都市、大都

市 に な る〉。 こ れは 、 よ り多 くの 農産物 が集

積 し、より高 い 凝集性 を持 っ て人口が増加 し

て い く順序で もあ る。 こ れ まで の 文明論で

は、人 口 の 集中化 と穀物の 集約的な生産とい

う単線 的で 不可逆的 な発展が想 定 され て き

26

た 。 し か し、ゾ ミ ア を含む東南ア ジア や新大

陸の歴史的 ・考古学的資料に よると 、 多くの

社会が複数の 生業を同時に行 っ て い た り、長

期的には これ らの 生業 ・社会組織的パ タ
ーン

の あ い だを揺れ動 い た り し て い た 。 ま た 、

「原始的」だと考えられて きた人び との 多 く

は、定住型農業 と政治的服従に見切 りをつ

け、より自由か つ 自律的な移動農耕や狩猟採

集 を意図的に 選択 し た人び とだ っ た こ とも最

近に な っ てわか っ て きた。

　国家に よる横奪を妨げるために設計 された

耕作様式 をス コ ッ トは 「逃避型農業 （escape

agriculture ）」 と呼ぶ。東南 ア ジ ァ大 陸部 の

山地で最も一般的な農業形態で ある移動耕作

は 、 国家空間の 外部 に人び とが とどま る こ と

を可能に する 。また人口 が分散するの で 、逃

げる ときに 有利 に働 く。また移動耕作は、複

数作物 を同時に栽培 し、収穫期が 多様で 長 く

地中に保管で きる根菜類の生産に重 きを置 く

ことがで きるので、支配者による収奪被害を

最小限に 抑える利点 を持つ e 逃避型農業 と し

て の 移動耕作の 選択 は、国家に よる収奪に対

する人びとの 戦略的な抵抗 とみなす こ とが で

きる とス コ ッ トは主張す る。

　 第 VI 章 と 第 VII章 の 間 に は、第 VI 十

1／2 章 と い う短 い 章が収ま っ て い る。山地民

が読み書きがで きな い の は、識字以前の段階

に あるか らで はなく、識字以後の 段階 、 すな

わち、国家か ら逃避 し、社会構造や生 業習慣

を変化させ るなか で 、筆記 と文書の世界を主

体的 ・戦略的に 捨て 去 っ た か らで は な い か 。

本章では そ うした大胆な仮説の検討が行われ

る 。 な お、本章で の議論に対して ス コ ッ トは

そ の 確か らし さに 自信が持てな い ことをほの

め か し て い るが、こ こ で展 開され る 、 歴史を

持つ こ と ／持 たない こ との 意味に関する議論

は本書の なか で も最 も刺激的な論考の
一

つ で

あ る 。

　第 VII章の 冒頭で 、ス コ ッ トは 「ある特徴

に基づ い て民族 を規定 し よ うとす る方法は東

南ア ジ ア の 山地 で は通用 しな い 」と指摘 す

る 。 ビル マ の 英国植民地 政府が行 っ た国勢調

査 は、「人種」の 分類 に言語 を用い た が、山

地民 は 二 つ 以上の 言語 を話す こ と が普通で
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あ っ たため、大変な混乱が生 じた 。 また、あ

る文化的特徴 （生業、服装、儀礼な ど）に基

づ い て民族の 境界を定めて も、 あ る集団か ら

ある集団へ と切れ 目の な い連続性が あ り、仮

に ある特性に着目 して境界線 を引い た と して

も、着目す る特性の 数だけ相互に 矛盾す る境

界線がで きた 。 また人び とは ある もの か ら別

の もの へ 容易に民族的ア イデ ン テ ィ テ ィ を変

えた 。

　ゾミァ は国家が もた らす さま ざまな苦痛や

リス ク か ら逃 れて きた人び と が、長期 に わ

た っ て次々 と移り住んで きた地域で ある。そ

こ で は、逃避民 と山地民が合流 し、 方言 、 慣

習 、 ア イデ ン テ ィテ ィ をい っ そ う複雑 に し

た 。 生 業技術 も異な る標高に応 じて 多様化

し、それ に よっ て民族 も多様化した 。 ま た 、

山地で は 、奴隷、通婚、養子縁組 な どを通じ

た人 の移 動が あり、それが複雑 なア イデ ン

テ ィ テ ィ を構成 し た。こ う し た複雑な民族の

混合 ・流動状態で は、民族の ア イ デ ン テ ィ

テ ィ を外か ら規定 しようとす る試みは挫折す

る。これに代わ る唯一の 分析方法は、民族的

ア イデンテ ィ テ ィ を政治的な事業 とし て 読む

こ とだ と い う。
こ の よ うな認識に立脚 し て 本

章で は、山地民の民族的ア イデ ン テ ィ テ ィ と

は、
’
権力 と資源 をめぐる競争にお い て 、 他者

（低地国家や他の 山地 民）に対 して優位に立

つ よう自らを位置づ けるた めに政治的に設計

され、作り出されて き た もの だ とい う構築主

義的な見方が述べ られる。

　第 VIII章 で は 、 低地 国家か ら の 借 り物 で

ある千年王国的な宗教思想 ・実践が ゾミア の

人びとの 国家編入を拒む技法の
一

つ で あ る こ

と が論 じ られ る。 ゾ ミ ア で は 適応や 同化 に

よ っ て低地国家 に溶 け込 む人び と が い た 一

方 、 フ モ ン
、 カ レ ン、 ラ フ の 人ぴ と の あ い だ

で 頻繁にみ られ た よ うに国家の 支配に対 し反

乱 を起こ して きた人び と もい た 。 国家へ の編

入 を防ぐ山地民の 技法には、既述の とお り、

僻地 へ の逃避 や焼畑農業や社会的分裂 ・分散

な どがあるが 、 反乱もそ う し た技法の 一
つ で

ある （お そらく最終手段として用 い られ る リ

ス クの高 い 技法で はあるが）。 反乱 を率い た

の は、カ リ ス マ 的預言者で あ り、それ を支 え
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た の は救済を求め る人び との 意識で あ っ た 。

彼 らの 反乱は 、 低地で の それが国家に包摂 さ

れ る際の条件の 是正を求 めるもの だ っ た の に

対し、国家管理その もの の 拒否 ・抵抗の現れ

だ っ た 。 ゾ ミア の山地民社会は民族的に 多様

で ある 。 そ う した差異の 境界を越 えて 人びと

を広 く結合 させ た の は、聖者に率い られた世

俗的な宗教的救済の 思想 だっ た 。 平等主義的

で 指導者の い ない 小社会が分散 し た ゾ ミア の

山地で は、連帯行動を組織する中枢が存在 し

なか っ たため、人び との 動員は カ リス マ 的な

預言者 を介 し て の み可能だ っ た の で ある 。

　最終章 （第 IX章）で は、本書全体の 総括

の 後、ゾ ミ ア に暮 らす山地民は社会進化 ピ ラ

ミ ッ ドの 底辺に位置づ けられ る未開人な どで

は な く、「権力 に 反発 し て 意図的に 国家な き

状態を作り出し」、「国家の手中に 陥 らない よ

うに注意 しなが らも諸国家か らな る世界に う

まく順応 して きた」人び とで ある とい う本書

の結論が述べ られる。

　以上 、 厚 さ約 3．5cm の 大著の 概要を足早

にみて きた 。 評者の 関心にひ っ かか る部分へ

と記述が偏 っ た と こ ろもある し 、 紙幅の 関係

で紹介で きなか っ た興味深い 論点が い くつ も

ある 。

　 さて、全体 を通じて 訳は大変 わか りやす

い 。しか し、訳書に対 して あえて 注文めい た

こ とを述べ る とするな らば、索引の作 られ方

で ある 。 原著 と異な り、訳書の 索引は人名や

民族名 を中心に作 られて お り、「自己野蛮化」、

「文明論」、「逃避型農業」、「平等主義」な ど

本書で 多用 される重要概念 は索引に含 まれて

い な い 。 本書の 全 体を通 じて これ らが どの よ

うな文脈 ・意味で 用い られて い る か読者が検

討 しやすい よ う、 増膕の 際には これ らを含め

た索引を作 っ て い た だけれ ばと思 う。

　3． 本書の意義

　本書は多方面か ら大 きな関心 を集め、これ

までに 多くの 書評が書かれて い る。それ らの

ほ ぼすべ て が本書を高く評価 して い るが、次

の ような批判 も寄せ られた 。 すなわ ち、（ス

コ ッ トが主張するように）低地国家の す べ て

が
一様に政 治的 ・経済的 ・文化的な標準化や
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人 び と の 支配 を行 っ て きた わ け で は な い

（Boyce　et　al．2011）、山地民の 集団間の 権力

闘争に あま り目が向けられて い な い （MacLean

2012）、 よ く統治 された 国家の うちに 生 き る

こ と の 利 点 が 軽 視 さ れ て い る （Krasner

2011）、（文字 を持たな い こ と を含め）あ ら

ゆ る こ とを （蓄積 された）人間の意志の 結果

と して説明で きる とする立場に 偏 っ て い る

（Orrego　2011）な どで あ る。

　 こ の よ うな批判が （部分的に）正 しい とし

て も、それによっ て 本書全体の 意義が損なわ

れ るわ けで はな い。ス コ ッ トは、王朝の 記

録、平定 ・和平工 作に 関する報告、山地民 に

関す る ヨ
ー

ロ ッ パ 人 の 記 録、口述資料、E ．

リ
ー

チ、E ．　K ．レ ーマ ン
、
　 R．オ ーコ ナーな ど

によ る民族誌、そ して 、その 他関連する多 く

の 資料を吟味 し、それ らの なか に断片と して

散らば っ て い るデータ や論点 を結び つ けなが

ら、ゾ ミア に生 きる人び との 農業生態、移動

性が高 く分散的な居住様式、柔軟で平等主義

的な社会構造、そ して 宗教実践 などが 「国家

支配か らの 自律性を確保するための戦略」と

し て 理解で きる こ とを、説得的か つ 面 白く描

い た。また、その こ とを通 じて、国家の 辺境

に暮 らす 「未 開人」を何 らか の 理由で 不幸 に

して 文明の 階段 を上 る こ とがで きなか っ た

「遅れた」人び とだとみ なす、低地国家で育

まれ、現在で も広く流布 して い る文明観に イ

ン パ ク トの あ る異議を呈 した 、 言い 換 え る

と 、 本書を通 じて ス コ ッ トは 「文明 ・近代か

ら無視 されて きた人た ち」 として 表象 され る

こ と の 多か っ た人 び とに、主体性 （agency ）
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と尊厳 を与えた ともい え る。こ の こ と の 意義

は大き い 。

　で き るだけ多 くの 人に本書 を手に と っ て 読

んで ほ しい 。 国家 とい う仕組み の なかに組み

込 まれて生 きる こ との 自明性を疑 うこ とが ほ

とん どな い われわれに、本書は 「国家」、「文

明」、「未開 （性）」、そ して 「歴史」につ い て

根底的に思考するため の 材料を提供 して くれ

るはずで ある。
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