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N a m e （ R o b e l H a i l e G e b r u ）  

Title  

The Expansion of Sedentary Villages from Nabagade Valley to Qohaito  

Plateau: Intersecting Lineage, House and Community Paradigms   

（ナバガデ流域からコハイト高原への定住村の拡大：交差するリネージ、家屋、コミュニティパラダイム） 

Abstract of Thesis   
The prolonged and continuous occupation and settlement history of Qohaito, yet not a single written record like 

inscription been discovered, left archaeologists and anthropologists with no clue to establish chronological outline 

of the at least three-millennia-long occupation of the site. Despite the rich and diverse archaeological remains found 

in the site and the early discovery of the site by the end of 19th century, Qohaito remains one of the least known 

archaeological and ethnographic site in the region. Most previous anthropological and archaeological researches 

carried out in the site came up with preliminary and basic analysis, and sometimes decontextualize the 

archaeological remains by focusing only on arbitrarily selected material remains; such as rock art, temple or podium 

buildings.   

  

This research pioneers a different approach of studying the origin and development of settlements, and rise of 

complex communities in the plateau and nearby villages. Based on ethnographic, archaeological, ecological and 

ethnohistorical data of the contemporary occupation of the Qohaito Plateau and Nabagade Valley, this research seeks 

to reconstruct the cultural process of the formation and spread of sedentary villages in down streaming way. The 

400-years long history of Feqat Harak minimal lineage occupation in the plateau and adjacent valley establishes the 

last chapter in the chronological scheme of settlement history of the plateau. The research employed variety of data 

collection and analysis methods, such a conjunctive technique and holistic systems approach, to devise a multi-

variate qualitative and quantitative analysis of the process of sedentary village formation and expansion. A tri-facet 

conceptual and analytical variables was eventually formulated by systematically integrating lineage, house and 

community paradigms, and in due course they became structured in a complementary formula. Besides multivariate 

analysis of the process of formation and spread of sedentary villages, the research also pursues dialogue among 

these concepts and analytical variables to propose a symbiotic and mutual constitution of them in anthropological 

and archaeological researches.     

  

Research findings leads to a conclusion that the spread of Feqat Harak sedentary villages in Nabagade Valley, and 

eventually to Qohaito Plateau is the result of complex and intricate socio-natural processes; chiefly governed by 

rapid lineage segmentations, subsistence changes, environmental change and catastrophes, inter-community 

interaction within and outside lineage group, and colonial entanglement and regional political situation. The process 

of settlement expansion is divided into four phases described as ‘Early Andal’, ‘Expansion in the Valley’, ‘Valley to 

Plateau Expansion’, and ‘Dispersal and Aftermath’. The research went deeply into the third phase where the Feqat 

Harak settlement penetrated into Qohaito Plateau, a historical phenomenon that can be described as ‘modern 

repopulation of the plateau’ by sedentary agro-pastoral communities. The inner causes behind this historical event 

were mostly non-kinship factors related with the environmental disaster that occurred at the end of 19th century and 

the emergence of bilateral, one-to-one oriented, bi-ethnic inter-community interaction. Three pairs of bi-ethnic 

(between Saho and Tigrinya) inter-community relationship evolved that drove the process of modern day sedentary 

villages in the plateau; Tekonda’e-Feqat Harak, Asa Lesan-Aret, and Dassamo-Gramaten. Finally, the dissertation 

proposes three types of sedentary village formation and expansion from Nabagade Valley to Qohaito Plateau; 

segmentary, hydraulic and integrated types of settlement expansion. The research also inverted the conceptual focus 

of lineage theory from fission to new type of community formation and aggregation.   
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論文審査の結果の要旨  

  

 本博士学位請求論文は、エリトリア東部に居住する民族集団、サホ（Saho）の生業、社会組織、および居

住パターンに関する歴史生態人類学的研究である。長期のフィールドワークで収集した一次資料に基づき、

考古学的資料と歴史資料を含む文献資料、およびエリトリアやアフリカ北東部に限定されない、関連する世

界各地に関する人類学的文献を駆使した労作である。  

 第一に、本論文は、先行研究がほとんどなかった、アフロ＝アジア大語族クシ語族東クシ語派低地東クシ諸

語のサホ語を母語とする民族集団サホに関する、最初の本格的な人類学的研究として貴重であり、北東・東

アフリカの民族誌的研究の進展に対するおおきな貢献である。  

 第二に、本論文は、「歴史生態人類学」と呼ぶべき、人類学の新たな研究領域を開拓した、意欲的な研究と

して高い評価に値する。アフリカ大陸の内陸部と異なり、現在のサホの居住地域（サホランド）は、古代か

ら紅海を介してエジプトやギリシア、およびアラビア半島との交渉があった。その後、イスラームが伝播

し、オスマン・トルコ帝国との交渉もあった。また西隣りのアビシニア高原北部では、紀元前から国家形成

が行われ、独自の文明が発達した。したがって、サホランドと周辺地域に関しては、考古学と歴史学の資料

が存在する。これはアフリカ大陸内陸部とはおおきく異なる特性である。サホランドは、大地溝帯が紅海に

達する地域に位置している。つまり、標高 2000メートルを超える高原から、乾燥した半砂漠の低地の両方

を含んでおり、両者の中間地帯は高度差千数百メートルの急峻なエスカープメント（断崖）になっている。

サホランドは、湿潤でときには冷涼な高原、乾燥した灼熱の低地、および中間地帯という、三つの生態系か

ら構成されている。本論文は、現在のサホの生業、社会組織および居住パターンを、歴史生態人類学の手法

で分析している。  

 本論文が明らかにしたのは、サホが高原に進出し農耕に従事するようになったのは、19世紀末から 20世紀

はじめにかけてのことであり、それ以前は牧畜と紅海沿岸から内陸部への長距離交易が主要な生業であった

ことである。この生業の変容と領域の拡大は、当然のことに居住様式と社会組織にも変化をもたらした。著

者は、自身が収集した口頭伝承と文献資料を注意深く対照させつつ、現在の社会組織と多様な居住様式の分

析から、この歴史的過程を再構成することに成功している。  

 本論文の理論的枠組みとなっているのは、分節リニィジ体系、家屋、および地域共同体の三者に関する人類

学理論（著者はパラダイムと呼ぶ）であり、この構想によって、本論文における記述と分析は、論理的に一

貫した、明晰なものになっている。こうした理論的枠組みの構築と適用にも、著者の人類学者としての能力

の高さが現れている。  

 以上のことから、論文審査の結果として、本学位請求論文は、人間科学研究科における課程博士論文の要件

を十分に満たした、優れた研究であると評価するものである。  

  

  


