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太 田常蔵 『ビル マ にお け る 日本 軍政 史の研

究』東 京 :吉 川弘 文館 ,1967.xi｣586p.

東南アジア諸国の現代史の盲点,i)一つは, 日本が

軍政をしいた戦争中の現地事情なo)である｡.なぜか

といえば, 口本側の詳細な記録に基づ く当時の研究

が怠 られてきたからだ｡だから,たとえば,1943年

に日本がビルマを独立させたとき,憲法を発布 した

が,従来の政治史研究家はその憲法条文を引用する

際,英文資料から訳出するという奇妙な現象が生 じ

ていた｡なかで もビルマの戦中事情の研究は,なぜ

か遅れていた｡太田教授のたい-んな力作である本

書は そういうビルマ研究家の渇を癒やす待望の書

なのである｡ ここ当分は,本書の右に出るビルマ戦

中事情についての研究は出ないだろうO

本書は,当時の歴史の流れを有機的に要素分解 し

て再構成するという分析の書であるよりも,どちら

かといえば厳密な資料の anthology であるという

感 じが強い｡ この点は,歴史書 と銘打 った本書の欠

点でもあれば長所でもある｡ただ,豊富な資料が縦

横に駆使されているので,従来未知のままに残され

た局面がかなりはっきりしたというメリット且 こ

の際大いに高 く評価されねばならない｡

本吉が日本側の資料を十全に踏まえたことJj結果

として,面白いことに,ビルマの戦中事情がかならず

Lも口本側資料だけでは潤めない という事実が判明

した｡ この点は,本書が言わず語 らずに感知させる

まざれ もない事実である｡太田教授は,意識的にか,

英語資料をさほど活用 しておられない｡それだけに,

日本軍政府側資料によれない部分の叙述が,いささ

か薄 っぺ らくなっていると同時に同 じ理由から,当

時の歴史の流れの意義づけが甘 くなり,歴史の構造

的把握が弱いものになってもいる｡ これ らの欠点を

補うには,やはりビルマの民族主義者の手記や英国

側の記録を も踏まえなければいけないのではないか｡

このような意味で,第VT章の ｢反 日統一戦線の結

成｣以下の個所は,資料的価値が乏 しい｡ しかし,

第 Ⅰ章 ｢ビルマ方面における作戦｣にはじまる,文

字通 りの日本軍政段階の叙述は正に圧巻である｡第

Ⅳ章 ｢ビルマ本土における軍政の実施｣,第V章 ｢シ

ャン州における軍政の実施｣, 第VJ章 ｢独立-の胎

動 とその達成｣の 3章はずはぬけて資料的意義があ
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巻末には,全部で49篇に及ぶ史料が付録 として付

されてあり,きわ3/)て有益である｡年表 も9分 9厘

まで正確で参考になろう｡ いずれにせよ,今後は,

本吉における用語法を, 日本軍政段階でのビルマに

ついての決定的な用語法 として用いることを提案 し

たい｡ もっとも, ビルマ語表記に,不完全なところ

がある｡なにはともあれ,本書の刊行を喜ぶことに

やぶさかではない｡ (矢野 暢)
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本書の編集者である歴史 ･文化 ･考古学文献出版

委員会はタイ国およびタイ族に闇する歴史的文献資

料の編集,印刷,発行につとめているが, これ も同委

員会の手になる最近の出版物の一つである｡ 847年,

再訂国の首府 TaillO-tCh'engにて刻されたという

｢金石率編巻 160｣のタイ語訳である｡ 同碑文は南

詔国の閣羅鳳王の時代に同王室で公務にたず さわっ

ていた中国人によって作文 されたもので, この時代

の南詔国の一般的な状態の他に,同王の経歴,政策,

戦争,外交関係等について詳 しく記述 した唯一の碑

文で,歴史的にみて非常に重要なものだと言えるだ

ろう｡わずか100ページ くらいの小 さな木であるが,

この タイ語版が吊るまでに且 かなり多 くuj人 と時

間が費やされた ことが,そuj前書からわかる.

本碑文が 最初に安置された 当時の 首府 Taih0--

tch'engは大理の北約10キロの所であるが,中国が

クプライ汗の支配下におかれると同時に,~南詔田 も

その下に落ち,さらに明の時代に雲両省 として中国

の一部になったわけであるが,その間ず っと本碑文

は捨てられたままになっており,清の時代にこの地

方に派遣された役人王華氏によ-1て,再び発見され

たものである｡バ ラバ ラに割れノた碑文をつぎ合わせ

て元通 りに近い形にしたのであるが, 全体で 3,800

語のうち判読されたのは800語のみである｡ 最初,
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