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松本　 風の民族誌、あるいは風の民族詩

風 の民族誌 、あるいは風 の民族詩

トレス海峡諸島民のもうひとつの自然

松 本 博 之*

1.　 は じめに

Ⅱ.　 トレス海峡諸島民のひ とつの自然

　1.環 境 のタ クソノ ミー

2.戦 略 としての自然像の射程

Ⅲ.　 トレス海峡 の風 と人び と

　1.風 と時間 ・空間

2.風 と社会

　3.風 と身体

　4.　 「風が吹 く」 とい うこと

Ⅳ

。　 トレス海 峡諸島民 の もうひ とつの 自然

　　 一風 の民族詩

　1。 歌 ・ダンス と人 びと

　2.ナ イ ガイ(北 風)の 歌

3。 クキ(北 西風)の 歌

4.　 ワウール(南 東 風)の 歌

　5.ゼ イ(南 風)の 歌

V.む す びにか えて

〈非 自然 〉は文 化 とい う名 のフ ィルターを とお して見 られ る以前 の自然

で ある。 ……知 的に一 われわれの知 の枠組み に位置 づけて一 見 られた ら

お しまいなのであ る。森羅万象がそ こか ら生 まれて くる自然の母胎,時

・空 の誕生す る以前 の眼 に見 えな い自然 ……それが くほん と うの自然 〉

なのであ る。

岩 田慶治 『人間 ・遊 び ・自然』(pp.86-787)よ り

同一化(identification)と は,対 象 に共感 し,対 象の行動,姿 勢,態 度な

どを,そ の場の状況 と ともに自己 の内部 へ と りこむ ことである。強 い共

感 を ともな うほ ど,あ たか も自分 が対象 と同一であ るか の ように感 じて

しまい,… …自他未分の状態 にな る。

藤 岡喜愛 『イ メージと人 間』(p.141)よ り

1.は じ め に .

・自然 と人 間 とい う問 題
,こ れ は つね に 人 間 に つ きま とっ て きた テ ー マで あ る。 いつ

の ころか らか,人 間 は,学 問 ・研 究 の対 象 と して,さ ま ざ まな角 度 か らそれ に近 づ き,

論 理 的 に説 明 して,そ の問 題 を 認識 し よ うと して きた。 しか し,人 間 とは,自 然 を対
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象として知覚 し,思 考するのではなく,な によりもまず,自 然のなかで,あ るいは自

然において生きている存在なのである。そのことは,意 味とい う病を患 う,研 究をも

っぼらとする一部の特殊な人間をのぞけぽ,世 界の多くの人びとのいつわ らぬ姿であ

ろ う。

　ところで,近 年,こ うした人間と自然ない し環境 という問題に,思 弁におちいるこ

となく正面からとりくみ,理 解をふかめようとしてきたのは,生 態学的な視点からの

探究である。とくに,そ の生業活動の一部に,今 日でも狩猟や漁労や採集がふ くまれ

ているぽあいには,在 地の人びとによる 「自然環境の認識,あ るいはかれ らにとって

の自然」を研究の枠組みのなかにとりいれて,人 間一環境系のモデルの精緻化をはか

ろ うとしてきたことはよく知 られている 【川田 ・近森 ・太田 ・足立1988;松 本

1989】。

　そ うした人びとが,生 業活動をとおして,自 然 と多 くのかかわ りをもち,そ の自然

に対処するために,在 地の自然についての詳細な知識をもっていること,と いうより

も,そ うした実践をつ うじてこそ,ま さに,か れらの 「自然」を構成 してきたことは,

まぎれもない事実であろ う。

　 しか し,た しかに生業活動が人間に不可欠の営みであるとしても,合 目的性を貫こ

うとする生態学的な研究者の描 く 「適応の戦略」 としての人間の自然像,つ まりかれ

らの生業活動をとおして構成されたく自然〉だけが,か れらにとっての,つ まり人間

にとっての唯一の自然の姿なのであろうか。そこでは,論 理的な自然,知 識としての

自然だけが問題にされ,生 きている人間にとっての自然の リアリティが描きだされて

いないのではなかろうか。

　それは,そ の人びとの構成した実像 というよりも,そ こには,る自然を人間の道具 と

して,い いかえると,た んなる資源 とみなす態度もふくめ,視 点を限定 して,分 析の

深度をふかめようとする研究者側の姿勢が影を落としていないこともない。

　それに,「適応の戦略」としての自然の認識は,人 間の意識的なはたらきによって,

みずか らの枠組みのなかに,自然をはめこもうとする意志をうつ しているものであ り,

自然を管理統制 して,み ずからに従わせ ようとする方向につながるものでもある。

　そこからは,生 活資源 としての自然とならんで,も うすこし深みのある,人 間と応

答しあう,も うひとつの重要な自然,情 動をよびさまし,自 己を拠棄させるような自

然のダイナ ミックな側面はあらわれてこないように思われる。

　そのために,こ れまで,い ささか,上 記のような生業活動にたずさわる人びとの自

然像,あ るいはそれをもふ くめた,か れらの人間像がいびつなものとして描きだされ
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て きた よ うに思 わ れる の で あ る。 そ れ で,こ め 小論 の 目的 は,そ う した 生 態 学的 な視

点 か ら描 か れ て きた 自然 像,ひ いて は 人 間像 の狭 隆 さを,す こ しで も正 そ うとす る こ

とに あ る。

II。　 ト レス 海 峡 諸 島 民 の ひ とつ の 自 然

さて,ま えの節で述べたことを,も うす こし具体的にするために,こ こでは,ま ず,

図1　 トレス海峡諸島概念図
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生 態 学 的 な 視 点 か ら トレス 海 峡 諸 島 の人 び とを と りあ つ か ったB.ニ ーチ ュマ ン夫 妻

の研 究 【NlliTSCHMANN　 1977,1980;1985,1989;NIETscHMANN,　 B.&J.1981】 を

参 考 に して,ト レス海 峡 諸 島 民,と くに マ ブ ヤ グ 島の 人 び との ひ とつ の 自然像 を描 い

てみ よ う。

　 トレス海 峡 諸 島 は,オ ース トラ リア の ケ ー プ ・ヨ ー ク半 島 と 三 ユーギ ニア の南 部 海

岸 との あ い だ に位 置 して い る。 文 化 接 触 後,す で に100年 あ ま りを 経 過 して お り,住

民構 成 や 文 化 の 変 容 はか な りいち じ る しい が 【大 島　 1983:2-30】,生 業 の一 部 と して,

今 日で も,ジ ュゴン(1)ugong　 dugon)と ア オ ウ ミガ メ(Chelonia〃rydas)を 対 象 と

した狩 猟,魚 介 類 や ク レイ フ ィ ッシ ュの漁 労 とい った 海域 で の活 動 が さか ん に お こ な

わ れ て い る地 域 で あ る 【松 本 　 1977】。 マ ブヤ グ島は 海 峡 の,ほ ぼ 中 央,西 寄 りに位 置

す る周 囲8kmほ どの小 島,30戸,150人(1989年)ほ どの人 び とが 暮 ら して い る(図

1)。

1.環 境 の タ ク ソ ノ ミ ー

　 さて,B.ニ ー チ ュマ ン氏 は,ト レス 海 峡 の人 び と と環 境 の か か わ りと して,島 び

とた ち が いか に 海 洋 環境 を と らえ,カ テ ゴ リー化 して い るのか,そ こか ら生 み だ され

る諸概 念 が いか に 狩 猟 ・漁 労 対 象 の行 動 習 性 と対 応 して お り,し か も,か れ らの狩 猟

・漁 労活 動 のパ タ ンに影 響 を お よぼ して い るの か に焦 点 を あ て
,島 び との,つ ぎの よ

うな 自然 像 を描 きだ して い る。

　 ジ ュ ゴン や ア オ ウ ミガ メの狩 りをす るか れ らに は,当 然 予 想 され る とこ ろで は あ る

が,ま わ りの 海 に つ い て の,き わ め て 複雑 で,こ まか な 民族 科 学(ethnoscience)的

な知 識 の体 系 が あ る とい う。

　 そ う した体 系 の1つ に,潮(ur,　 bubu)に か ん す る知 識 が あ る。 村 び と が,と く

に 「海 で は,魚 も,ウ ミガ メ も,ジ ュゴ ン も,あ らゆ る もの が潮 と と もに動 く」 と強

調 す る よ うに,か れ らは50以 上 に も のぼ る 「潮 の名 称 」 に よ って,潮 の さ ま ざ まな姿

を こ と こ まか に とらえ,潮 の世 界 を鮮 明に うか び あが らせ て い る。 そ れ らは,た とえ

ぽ,kukiau　 sika　ur(北 西 季 節 風 期 の,小 潮 時 の,夜 の満 ち潮),　kutau　 usalai(南 東 貿

易 風 期 の,午 後 の,に ご った 引 き潮),kadigat(小 潮 時 の2度 の 満 ち潮 の あ い だ の,

なが く,透 明 な,ゆ る んだ 潮)な ど,そ の名 称 に お りこ まれ てい る よ うに,潮 の高 さ,

潮 の流 れ ・速 さ ・方 向,に ご りぐあ い,そ れ に 風 む きや そ の 強 さを めや す に して,複

合 的 に区 別 され て い る ら しい 。

　 とこ ろで,こ う した 体 系 的 な もの では ない が,わ た し自身 が経 験 した もの に,つ ぎ
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の よ うな で き ご とが あ っ た。

　 マ ブ ヤ グ島 に滞 在 中 の あ る午 後 の こ と,ク リス(κ 麟 ∫そ の 時 期 の 卓 越 風 とお な じ

方 向 に なが れ る速 い 潮)の 満 ちて くる海 岸 に た た ず ん で いた 老 人(G.Gaulai氏)が,

波 打 ち ぎわ か ら,海 草 の切 れ 端 を ひ ろ い あげ た 。か れ は,そ れ を 見 て,言 うの で あ る。

「ジ ュゴン が 珊 瑚 礁 の 風 下 の 側 で,ク リス の 潮 の な か で,食 べ て い た 」 と。 た った5

セ ンチほ どの海 草 の切 れ 端 か ら,か れ は,ど こで,ど の よ うな状 態 で,ジ ュゴ ソが索

餌 して いた のか を推 測 す るので あ る。 「この 切れ 端 に は,切 口が な な め に は い って い

る。 ク リスの と きに は,潮 の な が れ が速 く,海 草 は ま っす ぐ立 って い な い。 そ れ に,

ジ ュ ゴン も,潮 の な が れ に あお られ て,正 しい 姿 勢 を保 つ こ とが で きな い。 それ に ま

た,ク リス の とき,か ろ うじて索 餌 で きる とこ ろ と い った ら,珊 瑚 礁 の 内側 だけ だ。

グ タ ッ ト(gutat卓 越 風 とは逆 方 向に な がれ る三 角 波 の 立 つ潮)な らぽ,潮 が ゆ るみ,

海 草 も ま っす ぐ立 って,食 べ やす く,ジ ュ ゴ ンに しろ ア オ ウ ミガ メに しろ,狩 りに は

適切 な と きだ(か れ らは,そ の 潮 を,ア イ グ ・ブ ブaingU　 bubu,食 物 の潮 ともい う)」

とい うわ け で あ る。 かれ らの 海 に つ い ての 知識 の あ りよ うの ダイ ナ ミッ クさを うか が

うこ とが で き るで あ ろ う。

　 さて,2つ め の知 識 の体 系 は,ほ ぼ640k㎡ に もお よぶ マ ブ ヤ グ島 の海 域,な か で

も,引 き潮 に と もな って,干 上 が った り,浅 い 水域 とな る190k㎡ ほ どの周 辺 海 域 の

海 底 の 地形 ・地 質 につ いて で あ る。 そ こは,か れ らがふ だ ん 狩 りを し,30種 あ ま りの

魚や 貝,そ れ に 甲殻 類 の ク レイ フ ィ ッ シ ュ(kayar,ニ シキエ ビ,　Panulirus　 ornatus)

や マ ソグ ロー ブ蟹(gitalai)を す な どる舞 台 で あ る。

　 そ の地 域 一 帯 は,ま るで 地上 とお な じ よ うに,大 小 の珊 瑚 礁(maza,　 gartha),砂

堆(suru〃2),岩 礁(kurusar),珊 瑚 礁 内 の細 い まが り くね った 水 路(ngukid)ぽ か

りか,特 定 の 魚 や ク レイ フ ィ ヅシ ュ,ウ ミガ メ,ジ ュ ゴ ソの 珊 瑚 礁 付 近 の 索 餌 場 所

　 (dha〃7utnga)な どが,こ まか く名 づけ られ,か れ らの世 界 に と りこ まれ て い るの で

あ る。 じっ さい,海 の なか の 巨 大 な珊 瑚 礁 で あ って も,た とえ ば クイ ッ ク ・パ ッ ドの

よ うに,地 上 とお な じ く,〈 第 一 の丘 〉 と よぼれ て い る もの もあ る。

　 上記 の 用語 は それ ぞれ 地 形 ・地 質 の一 般 名(koei　 nei)を あ らわ す も のな のだ が,

個 々 の場 所 に は,こ れ 以 外 に,固 有 名(〃10egi　 ne1)が つ け られ て い る。 た とえ ば,

ダイ プ イ ワル.タ イ クイ ワル の 内釦 とい え ぽ,640k㎡ の 海 域 の な か で,マ ブ ヤ グ 島

の南 にひ ろが る東 西16,7kmの クイ ック ・パ ッ ド珊 瑚 礁 の うえ の50m前 後 の広 が り

を指 す こ とに な るの で あ る。

　 そ う した 海 上 に お い て,自 己 の位 置 の確 認 の た め に,主 要 島 の尾 根 や 岬,そ れ に 付
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近 の小 島 な どを め や す に した 「ヤ マ タテ 」 が つか わ れ て い る こ とは い うまで もな い。

私 自身 も,こ れ まで い く度 とな く,か れ らの 狩 りや 魚 釣 り,ク レイ フ ィ ッシ ュ漁 に 同

行 させ て も ら った が,そ う した ポ イン トの選 定 だ け で な く,珊 瑚 礁 や浅 瀬 を さげ な が

らの 遠 隔 地 へ の航 行 に さい して も,そ れ らが 重要 な めや す とな って いた 。

　 そ れ は と もか く,こ う した 地形 ・地 質 の一 般 的 な用 語 と固 有 名 とに よって,周 辺 の

海 域 が 分 類 され,そ れ らを 相 関 させた 空 間 的 な 座標 系 を とお して,特 定 の 場 所 を うが

ぴ あが らせ る知 識 の体 系 が 存 在 す る とい うこ とで あ る1)。

　 そ して,最 初 に述 べ た 〈潮 〉に つ い て の知 識 の 体系 とく場 所 〉に つ い ての 知 識 の 体

系 が無 関 係 に並存 して い るわ け で は な く,狩 猟 ・漁 労 とい う具体 的 な行 動 に お い て は,

潮 ・風 の状 況 に 左 右 され る活 動 の タイ ミン グは,か れ らに とっ て,ほ か で もな く,ま

さに場 所 の 選 択 の 問題 だ,と い うこ とに な る。 そ れ ゆ え,具 体 的 な 「(しお)と き」

は,具 体 的 な 「場 」 との対 応 に お いて,イ メー ジ され る とい って よい。

　 た とえ ば,B.ニ ー チ ュマン 氏 に した が って,そ の も っ と も大 まか な例 を 要 約 す れ

ば,1)南 東 の貿 易 風 期(sa8・erau　 tonar,　waurau　 tonar,ほ ぼ4月 末 か ら9月)は,

つ よい風 が 吹 きつけ て,海 上 は お おむ ね 荒 波 とな る。 日中,潮 が ひ くいた め,狩 猟 は

お もに 島 付近 に ジ ュ ゴン を もた らす 夜 間 の 満 ち潮 時 に お こな わ れ る。2)そ の あ との,

写真1　 捕獲 された ジュゴンと村 の男たち

1)こ の一般名 と固有名 嚇 殊名)と い うタ クソノ ミーに よる体 系化 の万法は,ほ かの面でSS　1

つかわれ る機 会が多 く,そ の点 では,か れ らが いか に論理的 に もの ごとを考 えてい るかを う

か がわせて くれるのである。

198



松本　 風の民族誌、あるいは風の民族詩

ほぼ2ヵ 月間にわたる,か ろやかな北風の季節(naigai　 tonar)に は,海 はおおいに

凪ぎ,狩 猟には好適で,夜 間には,夜 光虫が水面下での獲物の動 きを知らせ,一 方,

日中も,海 水が澄んでいるので,た やす く見つけることができる。3)の こりの,12

月末か ら3月下旬におよぶ,北 西季節風の卓越する雨期(kukiau　 tonar)で は,ス コー

ルや嵐や強風が遠出の狩猟行をこぽむこともあるが,お だやかな 日もあ り,日 中が満

ち潮であるために,か えって狩猟条件はよい。それのみならず,北 西の嵐が珊瑚礁に

吹きつける,一 見最悪の条件下においても,ジ ュゴンは島の風下の側のにごった水域

で群れをなして索餌することを,島 びとは熟知 しており,最 高の狩猟条件をあたえる

ことになる,と いう。

　 こうした 「とき」と 「場所」との関係づけは,狩 猟 ・漁労 とい う活動をはなれても,

あとで述べるように,か れ らの概念体系において,「時間」と 「空間」の基本的なあ

りようを しめしているのである。

　 これ以外にも,B.ニ ーチュマン氏は,魚 類やジュゴンやアオウミガメにかんする

分類体系,そ うした狩猟 ・漁労対象の水面下における位置の確認方法についての知識

の存在にもふれながら,「(かれらには)詳 細をきわめる,論 理的に首尾一貫 した知識

と理論体系があ り,そ れが人間と自然の領域を1つの生態的な単位に統合 し,そ のこ

とが流動性にとむ海洋環境において,か れ らに実践的な狩猟 ・漁労上の意思決定を可

能にさせている」【NIETscHMANN　 l980:12-13】 ともい うのである。

　 そ して,こ うした,か れらの自然の認識は,か れらが生業活動をとお して,高 質の

タンパ ク質と脂肪を獲得するための戦略であ り,同 時に資源管理にむけても役だって

いる,と い うわけである。
　 /

　 2.戦 略 としての 自然像の射程

　 さて,そ う した 知 識 の成 立 ち は,B.ニ ーチ ュマ ン氏 が 説 く よ うに,研 究 者 の 目を

とお して分 析 的 か つ 論理 的 に述 べ れ ば,村 び とに よ って,と りま く世 界 を,差 異 に 注

目しな が ら,分 節 化 し,カ テ ゴ リー化 し,そ れ らの諸 要素 を 「捕 獲 効 率 の増 大 」 とい

う視 点 か ら相 関 させ,組 み あ げ て,構 成 され た 体 系 で あ る とい え よ う。

　 しか し,島 び とに とって の よ り具 体 的 な あ り方 と して は,ま さ に具 体 的 な潮 の あ り

よ うと,具 体 的 な場 所 のあ りよ うに よって,し か も両 者 の 対応 に お いて,最 初 か ら トー

タル にそ の もの と して,経 験 され,イ メ ー ジされ る ので あ る。 こ の よ うに,研 究者 の,

分析 的 な,「 科 学 的 」 で あ ろ う とす る説 明 の 当否 を一 応 問 わ な い な らぽ,B.ニ ー チ ュ

マン 氏 が 描 きだ した く潮 〉や 〈場 所 〉 の知 識 は,村 び とた ち が,常 日頃,当 然 視 して
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い る 自然 の 一 面 で あ る こ とに まち が い は ない 。

　 しか しなが ら,こ の よ うに,捕 獲 の効 率 を た か め る とい う意 図 の も とで,ま さに適

応 の た め の戦 略 と して,在 地 の 人 び とが とら えた く 自然 〉,静 的 な 〈 自然 のパ タ ソ 〉

は,は た して人 間 と して の かれ らに とって,ど れ ほ どの 深み を もつ ものな の で あ ろ うか。

　 そ うした 自然 は,ど ち らか とい え ば,い くつ か の量 的 な側 面 か ら と らえ られ た 統 計

的 近 似値 と しての 〈 自然 〉 であ る。 人 間 と しての かれ らに とって の 自然 の質 の側 面 に

まで は お よんで い な い。 か つ て ニ ュー ギ ニ ア高 地 で調 査 した 生 態 人類 学 者 の ラバ ポ ー

ト(Roy　 A.　Rappaport)は,「 在 地 の 人 び とは(こ う した 生 活 の戦 略 の た め の)知

識 を,自 明 で,つ か の 間 の も の で あ り,さ ほ ど基 本 的 な も の と は考 え て い な い 」

【RAPPAPoRT　 1979:126]と 指 摘 して い る。 この よ うに,最 初 か ら,人 間か ら切 り離

され(対 象 化 され),生 業 活 動 の た め の戦 略 と して意 識 的 ・論 理 的 に くみ あ げ られ た

く 自然 〉,す なわ ち生 活 資源 と して の く 自然 〉,あ るい は管 理 対 象 と して の く 自然 〉

とい う,せ ま くる しい姿 は,在 地 の 人 び と自身 の イ メー ジす る く 自然 〉 とい う よ りも,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ

「科学的」であろうとするために,人 間を押 しこめようとす る研究者の無自覚的な暴

力が働いていないこともない。

　 ところが,こ のように道具化 された意味づけの次元とは,一 方では関係を有しなが

らも,他 方では,そ うした 「～のために」という道具的 ・手段的な目的性をともなっ

たまなざしによって構成されている世界から去って,あ るいはそ うしたまなざしのは

たらく以前に,直 接無媒介に呼応関係 【岩田　 1986:131を むすぶ,か れらの存在やア

イデンティティにとって不可欠のく自然〉があるように思われる。それが,こ こでの

問題なのである。

　ただ,私 としては,目 下,こ れを始めたぼか りであ り,議 論を展開できる段階にま

ではいたっていない。それゆえ,こ の小論はそのための中間報告,な いし予察的考察

であることをあらか じめおことわ りしておかねばならないだろう。しか し,あ とで述

べるように,こ こでとりあつか う問題が,分 析的かつ論理実証的な科学的思考法にな

じむものか どうか,と い う問題点もかかえている。その基盤は,ま さにかれらの身体

性,あ るいは心に根づいているものであ り,そ の現象形態ないしあ りようにかん して

は,分 析的に説明しても近づくことのできない分野かもしれないからである。そこに

接近するには,自 己の身体性をもって,感 得ないし了解しなければならない側面を・

す くなからず,ふ くんでいるように思われる。だから,中 間報告ないし予察的考察で

あるとい う意味は,私 の感得ないし了解がそこまでいたらず,今 後のふかまりを侯た

ねばならないということである。
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Ⅲ.　 トレス海峡の風 と人び と

　 こ こで と りあ げ る のは,風 で あ る。 なぜ,風 な の か は述 べ て い く過 程 でお わ か りい

ただ け るだ ろ う。 トレス海 峡 諸 島 で は,南 緯10度 線 が ほ ぼ 中央 に 走 って お り,い わ ゆ

る南東 貿 易 風地 帯 にあ た って い る。 とは い え,熱 帯 収 束 帯(ITCZ)が 南 北 方 向 に移

動 す るた め に1吉 野 　 1978:12(}-125;新 田　 1982:31-41】,そ の擾i乱作 用 を うけ,じ

図2　 八方位に よる月別の風向頻度(木 曜 島Weather　 Station資 料に よる。

　 　　26年 間。A=午 前9時,　 B:午 後3時)
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つ の とこ ろ,図2に しめ した ご と く,東 寄 りの風 な い し南 東 風 を 中 心 に しな が らも,

さ ま ざ ま な方 向 の風 が吹 いて い る。

　 さ きほ どの,B.ニ ー チ ュマン 氏 の 指 摘 に も あ った よ うに,海 峡 の 人 び とは,生 業

活動 の うえ で,潮 とな らん で,風 に もお お い に注 目 して い る。 しか しな が ら,そ う し

た 生業 活 動 をは な れ て も,風 は,か れ らの社 会 にお い て,さ ま ざ まな メ タ フ ァー と し

て つ かわ れ,か れ らの世 俗 的 な世 界 の 秩 序 を構 築 す るた め の,主 要 な 契 機 を あ た え て

い る。これ らに つ い ては,い ず れ べ つ に 稿 を た て て,く わ し く述 べ るつ も りであ るが,

こ こで は,こ の小 稿 の た め の導 入 と して,以 下,要 約 的 に しめ してみ よ う。

1.風 と時 間 ・空 間

　 さ きほ ど,生 業 活 動 に あ って は,「 と き」 と 「場 」 は イ メ ー ジ に お い て対 応 させ ら

れ て い る と述 べた が,こ れ は トレス海 峡 諸 島 民 の 「時 間 」 と 「空 間」 一 般 に か ん す る

表 象 の 特 性 で もあ る。 か れ らは時 間 ・空 間 の メ タ フ ァー と して 風 を使 ってい る。 い い

か えれ ぽ,か れ らは 「風 」 に よ って時 間 と空 間 を つ く りだ して い る の であ る。

　 す なわ ち,海 峡 に 吹 く風 を,か れ らは風 向を め や す に して,ワ ウール(waur,　 sage〆)),

クキ(kuki),ナ イ ガ イ(naigai),ゼ イ(ノei)の4つ の カ テ ゴ リーに 分 け て 概 念 図 式

を構 成 し,時 間 的 に は季 節(tonar)と して,空 間 的 に は方 位(dhagam)と して,顕

在 化 させ て い る。 つ ま り,風 に つ い て も,方 位 に つ い て も,季 節 に つ い て も,記 号 表

現 と して は,同 一 の言 葉 が つ か われ,そ の記 号 内 容 に つ いて は,文 脈 に お う じて 判 断

され なけ れ ば な らな いの であ る。

　 と ころで,こ れ らの4つ の風 に よ って カテ ゴ リー化 され た 空 間 や 時 間 は,概 念 的 に

構 成 され て い るか ら とい っ て,わ れ われ のい う絶 対 方位 や 絶 対 時 間 で は な く,そ れ ぞ

れ の空 間 の範 囲 や 時 間 の長 さ の よ うな量 的 な面 で も,そ れ ぞれ の空 間 や時 間 にか ん し

て,人 び と自身 の 抱 くイ メー ジや 思 い いれ の よ うな 質 的 な面 で も,け っ して一 様 では

な い。 とい うよ りも,こ の概 念 図 式 を さ さえて い るの は,あ くまで 具体 的 な風 の吹 く

期 間 と範 囲 と経 験 的 な リア リテ ィに も とつ く風 景 的 な イ メー ジ な ので あ って,概 念 図

式 は それ を や わ らか くつ つ ん でい るに す ぎな い。

　 す なわ ち,お お まか に 述 べれ ぽ,方 位 と しては,ナ イ ガ イ が北 か ら北 東,ワ ウール

が 北 東 か ら南 東,ゼ イ が 南,ク キ が南 西 か ら北 北 西 とい った変 則 的 な もの で あ る。 季

節 と して は,ナ イ ガイ が10～12月 上 旬,ク キ が12月 下 旬 ～4月 上 旬,ワ ウ ールが4月

2)sagerは,元 来,言 語 の 異 な る東 部 諸 島 の 言葉 で あ るが,今 日,マ ブ ヤ グ島 で も,つ かわ れ

て い る。
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下 旬 ～9月 とす るか,個 人 に よ って は,ワ ウール の 後半 部7月 下 旬 ～9月 を ゼ イ と し

て独 立 させ て お り,こ のば あ い も変 則 的 で あ る。 こ とに ナ イ ガイ や ゼ イ の季 節 と い っ

て も,そ れ らは 卓越 風 で は な く,単 調 な南 東 風 の時 期 に あ りなが ら,南 東 風 が止 ま っ

た あ と,そ う した 方 向 か らの風 が と きお り吹 き,人 び とに 強 く印象 づ け る とい うこ と

で あ る3)。 そ れ 以上 に,そ れ ぞ れ の風 や そ れ と ともに イ メ ー ジを む す ぶ風 景 に た いす

る,か れ らの思 い は,質 の うえ で,お お い に ち が っ て い る。 この こ とにつ い て は,あ

とで述 べ る こ とに し よ う。

　 とこ ろで,か れ らは,風 を 契 機 と して,こ うした,お お まか で,静 的 な空 間 ・時 間

の枠 組 み のみ を構 成 して い るだ け で は な い。 か れ らは も っ と細 部 の動 的 な面 にお い て

も,風 を メ タ フ ァ ー と して つ か って い る。

　 まず,空 間 的 な 側面 か らみ る と,こ の地 域 の卓 越 風 で あ る ワ ウール と クキ の範 囲に

お い て は,風 上(paiρa)一 風 下(paupa)と い う表 象 に よ って,人 や もの の空 間 的 な

方 向の 定位 が お こ なわ れ る。 す なわ ち,あ る会 話 に お い て,話 し手 が 自己 を 基 準 と し

て,話 の なか にあ らわ れ る人 や ものの 位 置 の方 向 を しめ す とか,話 し手 自身 もふ くむ

人 ない しもの の空 間 的 な 移動 の 方 向 を しめ す た め に,つ ね に,こ の風 上,風 下,あ る

い は く風 道 を よぎ る 〉 と い った,風 に ち なん だ 方 向 感 覚 が しめ され る わけ で あ る(付

録1参 照)。

　 た とえぽ,風 上 に 静 止 した状 態 で位 置 す る人 や もの を 意味 す る と きに は,-pai,風

下 のば あ い に は,-punで しめ され,そ れ 以 外 に も,〈 風 上 へ 〉の 移 動 は 一paipa,

〈風 上 か ら こ ち ら へ 〉 は一paingapa,〈 風 上 に そ っ て 〉 は 一paiki,〈 風 下 へ 〉 は

一paupa ,-opa,〈 風 下 か ら こち らへ 〉は 一punngapa,〈 風 下 に そ って 〉は 一punki,

とい う接 尾語 をつ か って,こ まか に表 現 され て い る。

　 とこ ろが,こ の ワ ウール と クキ の風 向 の ライ ンに そわ な い移動,す なわ ち ゼイー ナ

イ ガイ方 向(南 北 方 向)の 移 動 に つ い て は,風 上 一 風 下 の用 語 で は な く,「 そ の ライ

ソを よぎ る」 とい う感 覚 を あ らわ す 〈bal-〉 の接 頭 辞 を つ か って表 現 され,か れ らの

方 位観 に おい て,両 者 は 明 確 に 区 別 され て い る。そ して,風 上 ・風 下 の方 向 は,ワ ウ ー

ル(南 東 貿 易 風)の 季節 と クキ(北 西 季 節 風)の 季 節 で は,当 然 の こ となが ら逆 転 し・

そ れ に お う じて,位 置 や移 動 方 向 にか か わ る表 現 も変 る ので あ る。 この 点 で は,か れ

らは1年 を ワ ウー ル と クキ の 二 期 に 区分 して お り,ゼ イ や ナ イ ガ イ の期 間 を ワ ウール

3)こ うした8方 位や16方 位,あ るいは月 に よる説 明は,わ れわれのあいだ での コミュニケー

シ ョンのための便宜 であって,今 日かれ らも,そ れ らに よってコ ミュニケーシ ョンをおこな

わ ないわけ では ないが,方 位 については,島 や岬な どの具体的な地理的事物や場所 ・季節に

ついては,あ とで述べ るよ うに,星 ・星座の昇天や動 植物 の出没な どと風を相関 させている・
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サメ座の大干潮

サメ座があらわれようとする凪 ・穏やかさ

サメ座が珊瑚礁に上陸する凪 ・穏やかさ

サメ座の口先が浜に接する凪 ・穏やかさ

図4　 風 および凪の呼称 と時
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にふ くめ てい る。

　 こ う した位 置 や移 動 方 向の 識別 は,東 南 ア ジア 島嶼 部 にお け る海一 陸 に も とつ く方

位 観1合 田　 1976;吉 田　 1977,1978」 に よ く似 て い る が,風 は 吹 く方 向 が季 節 に よ っ

て 変 る だけ に,よ りダイ ナ ミックで あ る。

　 一 方,時 間 的 な 側面 を み る と,さ きに しめ した4つ の風 は,い わ ぽ 季 節 名 と してつ

か わ れ る総称 な い し一 般 名(koei　 nel)な の で あ って,そ れ ぞれ の カ テ ゴ リー の なか

に,図4に しめ した ご と く,特 殊 名(〃loegi　 nel)で も って よぼ れ る風 が あ る。 それ

らは,ほ か の現 象 と関 連 させ て言 い あ らわ され て お り,か れ ら の イ メ ー ジの な か で対

応 させ られ て い る。 そ して,こ れ らが,星 や 星 座,雨,動 植物 な ど,ほ か の 現 象 とな

ら んで,か れ らのrと き」 とな って い る。

　 た と えば,Kusiu　 Kuki(ク ラゲ の クキ)は12月 下 旬 ごろ の北 寄 りか ら吹 く最 初 の本

格 的 な クキ の 風 で あ り,Kupa　 Kuki(ク パ4)の 実 の クキ)は3月 末 の クキ の最 後 の大

風 とい うわ け で あ る。季 節 はず れ に 吹 く風 も,た とえ ぽ,5月 下 旬 か ら6月 上 旬 に か

け て,夜 明け まえ,北 東 の 空 に 姿 をみ せ る プ レアデ ィス(Usal)に ち な ん だ,ワ ウー

ル の季 節 に 吹 く西 風<Usal　 Kuki>や,逆 に ク キ の 季 節,1月 下 旬 の 東 寄 りの 風

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ノ

〈Dogai　 lu　mathamai　 Waur(ド ガ イ座 の 背 を うつ ワ ウー ル)〉 も,か れ ら の 「とき」

とな って い る。 そ の点 で は,風 が 吹 か な い とい う こ と,つ ま り〈凪(繊)〉 も お おい

に 注 目 され て お り,そ れ も,か れ らの 「と き」の なか に と りこ まれ て い る(付 録2参 照)。

2.　 風 と 社 会

　 4つ の 風 や風 上 一 風下 に よ って構 成 され た空 間 の分割 図式 は,メ タ フ ァー と して,

さ らに 転 用 され て い る。 トレス海 峡 や そ の周 辺 地 域 に住 む人 び との 集 団構 成 の 分類 の

枠 組 み と して もつ か われ るの であ る。

　 そ の 分 類 の基 準 は方 言 や 民 族 的 な ち が い,あ るい は 日常 的 な社 会 的 交 渉 関係 の頻 度

な どで あ るが,そ れ らを総 体 と して,地 理 的 な空 間 的枠 組 み,つ ま り風 に よ って カ テ

ゴ リー化 され た空 間的 枠 組 み と重 ね 合 わ され る の であ る。詳細 は は ぶ くが,そ れ に は,

4つ の 風 に よ る 〈Waurau　 gubalgal,　 Sagerau　 gubalga1南 東 風 の 人 び と 〉,

〈Kukiau　 gubalga1北 西 風 の 人 び と 〉,〈Naigai　 gubalgal北 風 の 人 び と 〉,〈Jei

gubalgal南 風 の人 び と〉 とい う分 類 と,ト レス 海 峡 域 の 人 び とを,海 峡 の も っ と も

主 要 な卓 越 風 で あ る南 東 風 な い し東 寄 りの風 を 基 準 に して,〈Paru　 lagalgal前 面 な

い し風 上 の 島 の 人 び と 〉 と 〈Kala　 lagalgal背 後 な い し風 下 の 島 の人 び と 〉に 大 き く

4)オ オ フ トモモ
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二 分 す る もの が あ り,風 は,ト レス海 峡 諸 島民 の空 間 秩 序 を構 成 しよ うとす る思 考 の

よ りど こ ろ と して,欠 か せ な い もの とな って い る。

　 そ う した空 間分 割 の枠 組 み は,さ らに,そ れ ぞれ が1つ の コ ミュニテ ィ(村)を 構

成 して い る 島 の レベ ル に も適 用 され る(図3)。 た とえ ば,私 が お もに 滞 在 した マ ブ

ヤ グ島 に あ っ て は,今 日め だ った 機 能 を は た して い な い が,4つ の父 系 の 親 族 集 団

(buai)が 意 識 さ れ て お り,そ れ ら は 島 内 に お け るか つ て の 居 住 地 に も とづ き,

Panai　 buaiを 北 風,　Sipi-ngur　 buaiを 南風Wagedagam　 buaiを 北 西風Maidau

buaiを 南 東 風 に そ れ ぞれ 対 応 させ て い る。 ま た,そ れ らを構 成 要 素 と した二 分 組 織

の 成 立 ち も,主 要 な 卓 越 風 の 通 過 軸 で あ る南 東 と北 西 を1グ ル ー プ(Koei　 Augad

Kaazi大 き な トー テ ム の人)と し,も う一 方(Moegi　 Augad　 Kaazi小 さな トー テ ム

の 人)を,副 次 的 な ライ ン(か れ らは脇 のが わ と言 い あ らわ す)で あ る北 と南 に よ っ

て構 成 して い る の で あ る。 【北 大 路　 1983:338-342]に よれ ば,ト レス海 峡 諸 島 の ほ

か の コ ミュニ テ ィに お い て も,こ の風 の カ テ ゴ リー と親 族 集 団 との対 応 性 は か な り一

般 的 で あ る ら しい。

　 社 会 的 な側 面 で さ らにつ け くわ え れ ぽ,自 己 か ら祖先 の方 向 を さす ぼ あ い,風 上 の

方(ρ αψσ 短の,子 孫 の方 向 に は風 下 の方(paupa kid)の 用 語 が つ か わ れ,か れ ら

に と って の あ の 世,キ ブ(Kibu)の 地 は,南 東 風 の風 下 の 水 平 線 の あ た りに あ る 島,

と想 定 され て い る ので あ る。

　 以 上,要 す る に,ト レス海 峡 の人 び とは,風 を,そ の 風 向(風 上 ・風 下)お よび そ

の差 異 に よ って分 節 化 し,人 間 の世 俗 的 な世 界 の も っ と も基 本 的 な 枠組 み で あ る空 間

や 時 間 を,さ らには 社 会 集 団 を秩 序 づ け る シ ンボ ル と して,そ れ を 自然 か ら文 化 の な

か に と りこん で い る とい うこ と,そ の た め に,ま さに 風 を選 ん でい る とい うこ とに,

トレス海 峡諸 島民 の文 化 の1つ の ユ ニ ー ク さを あげ る こ とが で き よ う。

　 とこ ろで,こ れ だ け の こ とで あ る な らば,資 源 と して の意 味合 いは 少 な い もの の,

自然 を人 間 に 奉 仕 す る,「 ～ の た め に」 とい う道 具 的 ・手 段 的 な意 味 合 い です くい あ

げ て い る点 では,さ き に潮 の こ とを 中 心 に 分析 したB.ニ ーチ ュマン 氏 の述 べ る とこ

ろ と,あ ま りか わ る こ とは な い。 とい うの も,風 向 ・風 速 とい う量 的 な 統 計 的近 似 値

の差 異 か ら構 成 され た論 理 的 な 図式 に よ って,自 然 を把 捉 し よ うとす る意 識 の は た ら

きだ けが 前 面 に た ち,そ の言 葉 化 され た 図 式 だ け が,海 峡 の 人 び との風 の 経 験 の リア

リテ ィか らは な れ て 浮遊 してい る姿 しか,描 きだ され て い ない か らで あ る。

　 しか も,自 然 の要 素 で あ る風 を選 ん でい るか ら とい っ て,そ れ を分 節 化 し,カ テ ゴ

リー化 し,組 み 立 て て,意 味 を つ む ぎだ す の は,あ くま で人 間 の論 理 的 な思 考 の は た
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らきであるとするならば,自 然そのものは思考のための可塑的な素材を提供するだけ

であって,人 間にとってさしたる積極的なはたらきかけはない,と いうことになる。

はた して,そ うなのであろ うか。それは論理的な思考 とい うレベルにのみとどまるか

らではなかろうか。その点を念頭において,つ ぎの項では,も うすこし海峡の人びと

の風の経験の リア リティに近づいてみよう。

3.風 と 身 体

　 トレス海 峡 の ど この 島 で もい い,波 の寄 せ くる浜 辺 に む か って 立 つ と,潮 騒 と とも

に,な に か 内に こ も った よ うな ヴ ォコ ヴ ォ コ ヴ ォ コとい う抑 揚 の あ る うな り音 が耳 も

とを は な れ な い。 一 方,反 対 方 向 に身 を ひ る が えす と,そ の 音 は欠 き消 え,身 体 を お

す,あ るい は身 体 に ま とわ りつ く よ うに す りぬ け て い く 「風 の触 り」 だ け が 自己 の存

在 を知 ら しめ る。 この 音 が か れ らの風(guub)の 命 名 の 起 源 な の で あ る。 私 に は,

ヴ ォ コヴ ォコ と聞 こえた の で あ るが,か れ らに は グ ゥブ グ ゥブ と聞 こえ る とい うこ と

で あ る5)。

　 それ は と もか く,こ の音 や 触 感 の 存在 が,た とえ ぽ木 々 の たわ み の よ うな視 覚 的 な

もの とな ら んで,風 向 とい う表 象 を つ む ぎだ す 直 接 的 な契 機 とな って い る。 第 三 者 と

して,た とえば 図2に 示 した ご と く,数 学 的 抽 象 と して の 風 向 の測 定 値 や絶 対 方 位 に

も とつ く図式 か ら認識 す る の では な く,行 為 者 と して 参 入 すれ ば,音 の出 現 ・消滅,

触 感 の 差 異 は風 にた いす る身 の構 えか ら生 じ,同 時 に そ の こ とに よっ て身 体 も分 節 化

され るの で あ り,身 体 の運 動 が方 向性 の 感 覚 を よび お こす の で あ る。

　 す なわ ち,か れ らは,さ きに も述 べ た よ うに,風 上(paipa),風 下(paupa)の 概

念 を も って い る 。 と こ ろ が,こ れ ら の 言 葉 は そ れ ぞ れ,そ の共 示 義 と して,前 面

(paru　dhagam)の,背 後(kala dhagam)の 意 味 を 同時 にふ くん で い る。 前面 は い うま

で もな く身 体 の 前 方(ρaru顔 面)で あ り,背 後 は身 体 の後 方(kala背)で あ る。 し

た が って,風 上 ・風下 の分 節 化 に しろ,そ こか ら派 生 す る風 向に しろ,そ の リア リテ

ィは具 体 的 に 風 の な か に身 を お くこ とに よっ て,風 と と もに身 体 を台 座 と して こそ,

生 まれ て くる とい うこ とで あ る。 も ち ろん,身 体 の前 面 を風 上 に,背 後 を 風下 に対 応

させ る必然 性 は ない 。逆 で もか まわ な いわ け で あ るが,あ とで も述 べ る よ うに,か れ

らは どち らか とい えぽ,風 を 好 ま し く思 って お り,風 にむ か お う とす る,あ るい は逆

5)私 は,オ ノ マ トペ,つ ま り擬 声 語 ・擬 態語 に つ い て,わ が 国 に お け る例 を あげ な が ら,さ

ぐっ て み た の で あ る が,遠 雷 を ド ゥ ッ ド ゥ ッ ド ゥ ッ,嵐 を ウ ォー ウ ォー ウ ォー と,そ れ も ど

ち らか と いえ ば,む りや り言 わ せ た よ うな も ので,そ れ ほ ど発 達 して い な い よ うであ る。
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に風 を む か え よ うとす る心 の 姿勢 が,か れ らの文 化 に は 内在 して い る。

　 また,か れ らの 風 に よる空 間 の分 節 化 や そ の組 立 て が身 体 性 に根 づ いて い る こ とは

つ ぎの点 に もあ らわ れ る。2つ の卓 越 風 であ る南 東一 北 西 のライン,よ り一一般 的 には,

東一 西 のライン は,季 節 に よって,風 上 ・風 下 が 入 れ か わ るわ け で あ るが,か れ らの

方 位観 に お い て,こ のライン とそ れ に交 錯 す る南 北 のライン が は っ き り区別 され て い

る こ とは さ きに 述 べ た 。 こ の こ との,か れ らの説 明 は つ ぎの よ うで あ る。 「ワウ ール

の季 節 は,東 寄 りが 風 上 で,前 面,西 寄 りが風 下 で,背 後 で あ る。 一 方,ク キの 季 節

はそ の 逆 に な る。 だ か ら,ワ ウー ル の季節 で あ ろ う と,ク キ の季 節 であ ろ うと,北 と

南 は,身 体 か らみ る と,前 で もな く後 ろ で もな く,脇 の が わ(pasiu　 dhaga〃1)に あ

た る」 と,身 体 を180度 回転 させ なが ら,両 手 の掌 で 腰 を た た くので あ る。

　 方 位 と して の ワ ウ ール ・クキ の 広 さ,ナ イ ガイ ・ゼ イの 狭 さ とい う変 則 的 な範 囲 の

と り方 も,こ の 身体 の前 後 の広 さ と脇 の狭 さに 対応 させ て,イ メ ージ を安 定 化 させ て

い る こ とは い うまで もな い。 島 内 の 二分 組 織 の 組 立 て も,か つ て は,こ の風 と身 体性

に よ って,も っ と リア リテ ィを もって うけ とめ られ て い た で あろ う し,今 日で も,そ

の二 分 の意 識 を さ さ えて い るの は こ の風 と身体 な の であ る。

　 さ らに また,こ れ は 風 向 を意 識 す る と きの反 省 的 な思考 の結 果 で あ ろ うが,風 上 は

同時 に 「み な も と」 と して もイ メー ジ され て い る。 さ きに述 べ た 自己 よ り祖 先 のが わ

を風 上,子 孫 の がわ を風 下 とす るの は この イ メ ージ に重 ね あ わせ て い るの で あ る6)。

　 とこ ろが,こ れ まで述 べ た こ とが らは,風 と身体 とい って も,か れ らの 空 間分 割 と

い う論 理 的 な 構 成 の 基盤 に,た ん に意 識 だ け で な く,行 為 老 として の 身体 の構 え と「風 」

との 出会 いか ら顕在 化 され る 「音 」 や 「風 圧 」 の 差 異 が横 た わ って い る とい うこ とに

す ぎな い。 そ れ は,や は り,論 理 的 な分 節 化 と構 成 に よる,な か ぽ虚 構 を ともな った

秩 序 の生 成 とい う意 識 の は た ら きに,身 体 が 奉 仕 して い る姿 にす ぎな い。わ れ わ れ が,

言 葉 とい うものを とお して,か れ ら に接近 す る以 上,意 識 の はた ら きが 影 を お と して

い る こ とは避 け られ ない の で あ る が,も うす こ し,そ の言 葉 の 肩 ご しに,か れ らの 「風」

の経 験 の世 界 を さ ぐって み よ う。

4.「 風 が吹 く」 とい うこ と

さて,か れ らの文 化 に お いて,「 風 」 に か ん して,も うひ とつ特 徴 的 な こ とが らは,

6)風 上 ・風 下 の 表 象 は,口 頭 伝 承 の神 話 や 伝 説 の なか で,あ か ら さ ま に述 べ られ な い と して

も,物 語 の 展 開 を 生 み だ す うえで,基 本 的 な背 景 と な っ て お り,か れ らの あ い だ で は,ほ と

ん ど意 識 の底 に 潜 在 化 して い る よ うで あ る。 た とえ ぽ,ウ ー ガ と タベ パ の 物 語,タ ワ カの 物

語 な ど,参 照 り こ と 【HAi)DoN　 lgO4=83-88,　 g8-gg;LAwRIE　 l　g70:104_107,11g】 。
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「風 が 吹 く」 とい う表 現 の多 様 性 で あ る。 現 在,か れ らは,と くに若 い者 た ちは,英

語 教育 の普 及 に とも な っ て,「 風 が 吹 く」 こ とにか ん して,英 語 の<blow>と い う言

葉 を 口にす る。 しか し,マ ブ ヤ グ島 あ た りで は,学 校教 育 の場 は さて お き,村 の 日常

生 活や 家 庭 内に お い て は,い くぶ ん 英単 語 を くわ え な が らも,島 民 た ち の あ いだ で,

伝 統 的 なYagar-Yagar(言 葉 の か た ま り),な い しkala　 lagau　 ya(背 後 の 島 じまの 言

葉)が つ かわ れ てい る。

　 そ れ に よれ ば,英 語 で,<blow>と ひ と言 で表 現 され る 「吹 く」 こ とに も,多 様

な 言 い まわ しが あ る。比 喩 的 な表 現 を ふ くめ れ ば,20種 類 あ ま りを 数 え るが,そ の う

ち主要 な ものは9種 類 で あ る。 じつ の と ころ,そ れ ぞ れ の意 味 合 いを 尋 ね てみ る と,

どれ も これ も同 じよ うな意 味 だ とい うこた え が返 って くるの で あ るが,よ く よ く聞 い

てみ る と,微 妙 な ニ ュアン ス の ちが い が鮮 明 に あ らわ れ て きた7)。

　 まず,gubakaと い う表 現 が あ る。 これ は 「風 」 とい う名 詞guubに,〈 ～ の ほ う

へ 〉の 意 味 を しめす 接 尾 辞 の 一kaを つ け て,「 風 の ほ うに 向 か い つ つ あ る」,わ れ わ

れ に 分 か りやす くいえ ば,近 い将 来,「 風 が 吹 くだ ろ う」 とい う意 味 で あ る。

　 わ れ わ れ の 日本 語 の 「吹 く」 とい う言 い まわ しに も っ と も近 い の は,お そ ら く

<poeyai>で あ ろ う。 それ は また,英 語 の くblow>に も,も っ とも近 い もの で あ る。

それ は,そ の意 味 内容 よ りも,わ れ わ れ が 「吹 く」 と言 い あ らわす とき と,か れ らが

<poeyai>と 言 い あ らわ す と きの 身体 の経 験,つ ま り口先 の形 や 頬 の緊 張 感 に 類 似 性

が あ る。 ま さに 口先 を ま るめ,頬 を ふ く らませ て,息 を 吹 きだす のが 〈poeyai>な の

で あ る。 元 来,そ れ は ホ ラ貝 を ふ く とか,口 笛 をふ く とい う機会 につ か わ れ るの で あ

るが,そ の 延長 と して,た とえ ば南 東 風 の 最 後 の大 風 な ど,か な り風 が強 く吹 くさい

に も用 い られ て い る。

　 つ ぎ も,口 や 頬 の あ た りの身 体 的 な 感 覚 に も とつ い てお り,<bagan　 muli>と い

う表 現 が あ る。 これ は字 義 通 りでは 「下 顎 をひ ら く」,つ ま り 「口を 大 き くあ け て,

息 を は きだ す 」 こ とを意 味 して い る。 これ も,か な り強 い風 が 吹 く と きに用 い られ て

い る。

　 <gamu-thari>,<danangu　 garia　tharai>の2つ も,身 体 に か か わ って い る。

7)わ た しはその点をつ ぎの ように解 釈 してい る。 日本語で,「 肝 をつぶす」 とか,「 冷汗をか

く」 とか,「 震憾す る」 とい う表現 があるが,現 在のわれわれに してみれぽ,い ずれ も 「び っ

く りした様子」 をあらわ してお り,英 語をつかえぽ,も っともあ りふれたsurpriseで 表す よ

うな ものであ ろ う。その もとの身体的 な自己了解 のあ りか は,反 省的 思考 にたてば,い くぶ

ん,よ みがえ って くるが,日 常生活にお いては,言 葉 の記号性 にのみ依存 して,た い して意

味の微妙な差異を意識 してい ない のであ る。だか ら,同 じだ とい うことになるのではなかろ

うか。
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gamu-thariは 「皮 膚 に 触 れ る」,一 方,　garia　tharaiは 「身 体 を よ じ り,そ む け る」

の 意味 で あ る。 後者 は と くに,北 西風(ク キ)の な か で も,サ イ ク ロンをべ つ とす れ

ば,こ の 地 で 経 験 され る も っ と もは げ しい風 が 吹 くさい に つか わ れ,そ れ がそ の ま ま

〈Danangu　 garia　tharai　guub(身 体 を よ じ り,目 を そ む け る風)〉 と,そ の 風 の 名 称

ともな っ て い る。 前 者 は そ う した特 定 の風 につ か わ れ るの で は な く,ど ち らか とい え

ぽ,通 常 な い し弱 い 風 に用 い られ て い る。

　 今 日,も っ とも頻 繁 に 用 い られ る のは<pagai>,〈pudhai(pudhi)〉 の いず れ か で

あ る。両 方 とも,こ れ ま で の言 い まわ し とは ち が って,風 に のみ つ か わ れ るわけ で は

な い。<pagai>は 「何 か の 媒 体 を つ らぬ い て い く」 感 じを あ らわ す もの で あ って,

た とえば,ほ か の 用 法 を み る と,<gubau　 kuik　pagaik>は 風上(風 頭)に む け て,

風 を 切 りな が ら進 ん で い くあ りさ まを あ らわ し,<ur--pagai>と い えば,海 の な か に

潜 水 して い く こ とで あ る。 要 す るに,<pagai>は,風 が ま っす ぐ 「吹 きぬ け る」 の

で あ る。 とい って も,ほ か の 用 例 か らもあ き らか な よ うに,そ の 基礎 に は身 体 的 な 経

験 の了 解 が あ る。

　 <pudhai>は,も うひ とつ の くyeudi>と とも に,「 伸 び 広 が って い く」様 で あ る。

前 者 は,文 脈 に よ って は,「 狭 い とこ ろか ら広 い とこ ろ に 出 る」 と い う意 味 もあ わ せ

も って い る。 後 者 は何 も のか か ら 「そ そ ぎ だす 」 な い し 「な がれ だ す 」 感 じを あ らわ

し,北 風(ナ イ ガイ)の よ うな微 風 につ か わ れ る の であ る。 も うひ とつ は<paii>で

あ るが,こ れ に つ い て は 「吹 き は じめ る」 の意 味 が得 られ た だけ であ って,今 後 の調

査 に 侯 た なけ れ ぽ な らな い。

　 こ の よ うにみ て くる と,見 る こ とが で きず,捕 らえ る こ と もで きず,つ ね に流 動 し

て い る風 を,リ ア リテ ィを も って言 いあ らわ そ うと して い る苦心 の あ とをた どれ る よ

うに思 え るの は私 だ け で あ ろ うか。 しか も,そ れ らは身 体 の経験 お よびそ の 延 長 と し

て言 いあ らわ そ う と して い る よ うに も思 わ れ るの で あ る。 そ れ は た しか に言 葉 に 置 き

換 え られ て お り,意 識 の所 産 で は あ るが,そ の言 葉 の肩 ご しに,「 もの 」 と して 対 象

化 され た静 的 な意 味 よ りも,よ り動 き の あ る,根 元 的 な,記 号 化 され な い,「 風 」 の

潜在 的 な本 性 を 直接 表 現 して い る よ うに思 わ れ るの で あ る。

　 ま さに,「 吹 く」 こ とが 風 の本 性 な ㊧ では なか ろ うか 。 これ ら の言 葉 は 通 常 の言 語

記 号 の よ うに,対 象(レ フ ァ レ ソ ト)を 指 示 す る よ りも,人 と風 との 出 会 い に お い て

顕 在 化 され た 身 体 の 情 緒 を 隠 喩 的 に表 現 す る,「 風 」 の かれ らの 自己 了 解 の あ り方 な

の であ る。 そ こ にお い て は,主 体 も客 体 もな く,つ ま り人 もな く風 も な く,で も同 時

に,人 で あ り風 で あ る,あ りよ うを 忠 実 に言 い あ らわ して い る点 が重 要 なの で あ る。
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トレス海峡の人びとは,す くなくとも,「風」にかんして,日 常的な,対 象化 された

くもの〉としての 「風」の意味からはなれて,そ うした原点に立ち うる心性をもって

いること,そ れゆえに,そ のことが自然と人間との連続性を喚起させるよりどころ,

いいかえれぽ,あ とで述べるように,か れらの詩的なイマジーネーション(創 造性)

のよりどころとなるのである。それはまた,意 識的な理知性からではなく,自 発的な

情緒性からりむぎだされるのである。

　世界のさまざまな人びとのあいだでは,そ うした情緒性をよびおこすものはさまざ

まであろう。わたしは自然と感情 との悪 しき決定論を語ろ うとしているのではない。

そこには,そ れこそ,か れらの主体的な選択がはたらいている。 しか し,だ からとい

って,そ れを,一 方的な選択とかれらのつ くりあげた表象ないし概念図式によって切

りとられた虚構であるとも思っていない。分析的に述べるならぽ,人 を欠いた 「風」

と,身 体性をおびた人と,ま た人の表象作用との出会いにおいて,情 緒が立ちあらわ

れるのである。人の感情の源泉は具体的な事物であ り,事 物をはなれて浮遊する抽象

的な概念や言葉ではない。

　だが,そ うした情緒は日常的な〈もの〉として対象化 され,当 然視されているく自

然〉からはでてこない。外界に現実的にはたらきかける知性的 ・道具的な行動の対象

としてのく自然〉ではな く,意 識自身のあ り方をかえ,世 界の意味を変化 させる情動

的な目的のく自然〉なのである。それゆえ,こ のような詩的なイマジネーションを喚

起するためには,日 常的な文化によって課せられる意識的に制御された世界,と くに

道具的な機能的意味合いを割 りふられた自然から解放されなければならない。いわば

脱文化への努力が必要とされるのである。しかし,こ の脱文化へのあ り方と過程が文

化として制度化 され,そ れな りの教養を必要とするのであ り,ま った く文化を消去 し

てしまうわけではない8)。 トレス海峡の人びとにとっては,こ うしたイマジーネーシ

ョンの所産として,歌(詩,naul)と 踊 り(sagui)の 創作がある。つぎの節では,

かれらの風の歌(詩)を とおして,か れらのもうひとつのく自然〉の具体的なあ りよ

うを描いてみたい。

8)マ ブヤグにお いては,す べ ての人 間が作詞 ・作 曲をお こな うわ けではない。村 び とすべ て

に機会がひ らかれ ていない とい うわ けではな く,主 旋 律や音 や歌詞 についての知識 な ど,感

受性やす ぐれた頭脳の持 ち主(addrpudai〃iabaig)で なけれぽな らない と考 え られてい る。

また,そ れは血(kulka)を つ うじて継承 され るもの であ って,す ぐれた作詞 ・作 曲家を 出す

ことはその家 系の頭脳がす ぐれていることの証明であ るとも,思 われ ている。
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N.　 トレス海峡諸 島民 の もうひ とつ の自然一風の民族詩

1.歌 ・ダン ス と 人 び と

　歌 と ダ ンスを つ く り,そ れ を歌 い,踊 る こ とは,基 本 的 に は 今 日で も無文 字 社 会 に

あ り,絵 画 に よる表 現 形 式 を ほ とん ど とらな い かれ らに と って,唯 一 とい って も よい

表 現行 動 で あ る。 そ れ は また,み ず か らの アイ デ ンテ ィテ ィに と って も,欠 くこ との

で きな い営 み で もあ る。 トレス海 峡 に あ る13な い し14の 村 む らは それ ぞれ,数 多 くの

独 自の歌 を も ってお り,そ れ こそ ひ と節 聞け ば,ど の村 の歌 だ と聞 き分 け る ほ どで あ

る。 こ う した 歌 や踊 りも19世 紀 後 半 の文 化接 触 後,か な りの変 容 を しめ して い るが9),

村 内 で の 種 々 の祭 り('α')の 機 会 ば か りか,海 峡 域 全 体 の コ ソテ ス トも開 催 され,

オ ー ス トラ リア とい う白人 社 会 の な か で,た ん に シ ョー的 な 催 し もの に す ぎな い と し

て も,か れ ら の文化 の なか で,唯 一 これ まで 受 け 容れ られ,賞 賛 され て きた もの で あ

り,そ の 点 で も,か れ らの 自尊 心 の よ りど ころ とな って い る。

　 い まの と ころ,私 に は,そ の全 貌 に つ い ては わ か らな い の で あ るが,こ こで と りあ

げ るマ ブヤ グ島 では,島 び との手 に よ って,こ れ まで 作詞 ・作 曲 され た ものは 数 百 に

のぼ る と言 わ れ てい る。 そ れ らの 歌 の 中 で,「 風 」 そ の もの を,あ るい は 「風 」 の隠

喩 と して の波(bau),飛 雲(zia),雷 鳴(zibran),稲 妻(ρ α畷ραη),珊 瑚 礁 に くだ

け散 る波 しぶ き(sap),な い し泡(sik),あ る い は風 が そ の昇 天 に 背後 で 力 をか す と

思 わ れ て い た 星(titui)や 星 座(zugubaの を ふ くんだ 歌 が,す くな く と も過 半 を,

人 に よ っては,7,8割 を 占め る とい う10)。

9)こ の点 については,わ た しは 「現在的 な」 自然 と人 間 とのか かわ りを問題 に してお り,当

面,こ の小稿 において は無 関係 であ るが,そ の点に興味 のあ るかたは,　 【BECKETT　 l　982;

BEcKETT&TREvoR　 1972;畑 　1983a,1983b,1989]を 参照 してほ しい。 なお,　 [LA.ADE

　1977;BEcKETT　 1982】 に よる と,ト レス海峡への キ リス ト教の布教 にともない,伝 統的 な歌

　 と踊 りを禁 じられた海峡諸 島民は,ほ かの南太平 洋地 域の歌 と踊 りだけを許 され,採 用 し,

　なかで も,真 珠貝採取の労働者 として流入 した ロ トゥマ島の歌 と踊 りがもっとも,ポ ピュラー

　になった とい う。

10)こ れ らの 自然を歌 い こむ ことが,か れ らの伝統 的な ものか ど うかについて も,判 断を下せ

　ない。19世 紀末の ケ ンブ リッジ調査 隊によって収録 されたマブヤ グ島の5つ の曲の うち,「 海

　 と島」のタイ トルのついた ものが,1曲 あ るだけである[MyERs　 1912:269】。同 じ言語 グル ー

　 プに属す る他島において収録 された もの として,

　 　　 　リーフの水に私の影 が うつ ってい る

　 　　 私のために若い ココヤシの葉を切 って くだ さい

　 　　 死んだ ココヤシの葉 とはおさらぽだ,そ う稲妻が光 る

　 　　 魚がや って くる,魚 の通 り道 に石を積まねぽ ならない

　 　　 雨期になって,海 面が鏡 の ように静かにな り,若 い ココヤ シの葉がでて くる　　　　/
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　 そ して,こ れ ら の歌 はす べ て,そ の 深 み に お いて は や や 欠け る ところ が あ る か も し

れ な いが,「 自然 に根 ざす詩,… … 技巧 や作 為 に よ らず,… …人 為 に支 配 され な い物

の本 源 性 」 【芦 津 　 1988:121-122】 を しめす 「自然 詩 」 な の で あ り,「 生 きた 体 験 そ の

ものが 機 会 に 即 して お のず と… … 内面 よ り湧 き出 て,言 語 化 」 【芦 津 　 1988:124】 さ

れ た 「機 会 詩 」 といえ るだ ろ う。 それ ぞれ の 歌 は,作 詞 者 が おの れ の 「と き」 と 「場 」

を実 現 した 一枚 の 「風 景 画 」 ともい え る ので あ る。

　 そ こには,日 常 の適 応 戦 略 と して の環 境 の認 識 な ど関与 して こな い。 た しか に,目

に 映 り,耳 に 聞 こえ,膚 に感 じられ た刺 激 の束 が あ るが,そ れ らを統 計的 近 似 値 に も

とつ い て,因 果 的 な 連鋤 こ統 辞 しよ うとす る意 識 は 働 い て い な い。 こ ころ に沈 澱 した

イ メ ー ジの なか で 応 答 し合 う ものた ちの あ い だで の 協 奏 を,事 物性 に身 を託 しな が ら,

意 識 に よ ってか らめ と られ た結 果,結 末 と して の姿 ・形 で は な く,生 成,発 展,消 滅

す る動 態 の,身 体 性 に お い て 立 ち あ らわ れ た情 動 の協 奏 を,そ の ま ま言 い あ らわ して

い る ので あ る11)。

　 た とえば,現 代 の ニ ュー ・ソン グの担 い 手 の ひ と りで あ り,作 詞 ・作 曲 な らび に ダ

ソス の振 付 け も行 うT.Joseph氏 は,作 詞 ・作 曲過 程 に お い ては,「 真 夜 中 の 静 寂 の

し じ まの な かで,肉 桂 樹(ti　 tree)の 葉 の 匂 い を か い だ り,と き には そ れ を 噛 ん で,

気 持 ち をた か ぶ らせ る」 とい う。 この こ とは,作 詞 ・作 曲 に あた って の 父親 か ら の箴

言 で もあ る とい う。す べ て の作 詞 ・作 曲者 が こ の よ うな 状態 で歌 を これ まで つ く りあ

げ た の で は ない と して も,そ の言 葉 に は,歌 作 りにあ た って,多 少 と も 日常 性 か らの

離 脱 が,つ ま りエ クス タ シー の必 要 性 が かれ らの文 化 に お い て コー ド化 され て い る と

い うこ とは で き よ う。 また,そ れ はた ん な る写 実 主 義 で もな い。 ダ ンスの 振 付 け に あ

た って は,ミ ミク リと して,た ん に歌 詞 の な か の叙 事 的 な こ とが らや ものの 姿 ・形 を

模 倣 す る だ け で は な く,身 体 内 部 か ら起 こ る情 動 を も動 き(girer)に す る とい う こ

とで あ る。

　 そ の点 に 注意 しな が ら,以 下,い くつ か の 歌 を と りあ げ てみ よ う。

　 た だ,歌 と ダン ス には,音 色 と旋律 とい う音 楽 が 付 随 してお り,そ れ こそ,表 現 行

＼　　　そ して,や って くる魚 を石積み漁で とる準備を しよ う

　【訳　秋道　1988:190-191】

　が あ り,今 日の歌 の原型 は こ うした儀 礼の さいの 呪文(chant)で あ った のか も しれ な い

　【HADDoN　 　1904:342-343】。

ll)と きとして,わ れわれは こ うした歌 のよ うな 口頭伝承 が,英 語であれ 日本語であれ,翻 訳

　 されて いるものを見かけ る。 その とき,も との表現 においては,た んに,イ メージの世界 に

　おけ る応答 と して,併 置 されてい るにす ぎない ものを,原 因 一結果 とい う因果関係 の統辞関

　係 にお いて,翻 訳 され ている ことを 目にす るのであ る。われわれの意識が知 らぬ うちに,そ

　 こには入 りこんで しまってい る。
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動 と しては,歌 よ りもそ ち らのほ うが 重要 か も しれ な い。 しか し,門 外 漢 の私 に は,

残 念 なが ら,そ の 点 は あ き らめ ざ るを え な い。 そ れ ゆ え,風 の 民族 詩(歌)と い って

も,片 手 落 ち な点 の あ る こ とは お ことわ りして おか なけ れ ぽ な らな い12)。

　 と ころ で,こ れ か ら歌 そ の ものに つ い て 述べ る に あた って,ど の よ うな順 序 で と り

あ げ るか,と い うこ と もだ い じな点 で あ る。 ち なみ に,か れ らに と って の詩 の 分類 に

つ い て さ ぐっ てみ た の で あ るが,こ れ まで の と ころ,東 部 諸 島,こ とに マ リィ ー島 ほ

どの 体系 的 な も のは え られ ず1北 大 路 　 1983=331】,風 の歌(gubau　 naui)を は じめ,

稲 妻 の 詩(panipaniu　 naul),海 の歌(uru　 naul),泡 立 ち の歌(sikau　 nau1)な ど と

い うよ うな,き わ め て素 朴 な 分 類 が得 られ た だ け で あ る。

　 そ こで,こ こで は,そ れ らが 自然 詩 ・機 会 詩 で あ る とい うこ と,表 現 様式 を か え れ

ば,そ の ま ま身体 性 を おび た 「と き」 と 「場 」 の経 験 を あ らわ した 風 景 画 で も あ る と

い う意 味 で,や は り,ナ イ ガイ,ク キ,ワ ウール,ゼ イ とい う季 節 で あ り,同 時 に 風

の名 称 で もあ る カテ ゴ リー にそ って述 べ る のが,も っ と も適 当 で あ る よ うに 思 わ れ る。

以下,こ の 順 に そ って,ト レス海 峡諸 島民 の も うひ とつ の 自然,生 き てい る人 間 の身

体 性 に立 ち あ らわ れ る質 的 な 自然 の 姿 を素 描 して み る こ とにす る。

2.ナ イ ガイ(北 風)の 歌

　 風 は,か れ らの リア リテ ィに満 ちた 季 節 とい うイ メー ジの 連鎖 の な か で,お お い に

喚起 力 を もつ もの で あ る。 うえ に述 べ た4つ の風 の一 般 名 とか,特 殊 名 を 読 み こん だ

歌 は 数 多 くあ るが,な か で も,ナ イ ガイ と クキに か ん す る歌 が そ の多 くを 占 め て い る。

その 理 由 に つ い ては,そ れ ぞ れ の項 でふ れ る こ とに し よ う。

　 まず,ナ イ ガ イ。 これ は い わ ぽ,島 の 人 び とに と って,〈 生 命 の 息 吹 〉が き ざ して

くる春 先 きな い し初 夏 を あ らわ し,1年 の は じ ま りを意 味 して い る。 それ まで,南 東

風 や 冷 た い 南 風 に 吹 き さ ら され て,渇 き き っ た 大 地 と荒 れ て い た 海 に,凪 い だ

(koei〃lataru)日 々が つ づ き,と きお り,こ こち よい北 か らのそ よ風 が 吹 き,雨 もふ

りは じめ て,あ た りが 緑 に 変 わ りは じめ る ので あ る。 海 上 の穏 や か さは 島 じま間 の 相

互訪 問 を容 易 に し,人 び と の気 持 ち を うわ ず った もの に させ るの で あ る。 そ う した 感

情 の たか ぶ りが つ ぎの歌 に は あ らわ され て い る。

Ya guuba muluka pudhi 

Guban  kaipa  bal—thaianu, Naigai Buruia  nudhema

12)こ の点については,ま さに畑　道也氏が専門家 であ り,注9)の 諸論文 を参照 してほ しい。
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Soeulalau Naigai gar, ya  Mu lag wara ngadh asin 

Urabau bui  luugi tharema, ngai yagaima 

Dhaudhaingu naka ngapa Birubiru ya gudha yagaimi

(ビ ル ビル鳥 の 歌Philimon　 Bagari)

ああ,風(南 東風)が やんでい る

ナイガイ(北 風)が む こうで よぎ り,ブ ル島を吹 きわたる

スー ラルの北風だ,あ あ,こ の島はみちがえた よ うに美 しくなるぞ

ココヤシの葉がそ よぎ,わ た しは うちふ るえる

ダウダイ(ニ ューギ ニア)か らや って きて,ピ ル ビル鳥が さえず ってる

　 ビル ビル は,ニ ューギ ニア とオ ー ス トラ リア大 陸 とのあ い だ を往 還 す るわ た り鳥。

それ は,そ の往 還 に さい して,ト レス海 峡諸 島 の人 び との 「とき」を うきぽ りにす る。

オ ー ス トラ リア で これ か ら産卵 し,子 育 て を す る ビル ビル 鳥 の 飛来,さ えず りあ う鳥

た ちは ま さに生 命 の息 吹 を か も しだす 。 そ の 呼 び かけ に共 感 す る島 び とは,旅 立 つ鳥

た ち に,「 い い卵 を うめ よ(ldil　 waibadal)」 と応 え るの で あ る。 海 上 で も,お り重

な って交 尾 す る アオ ウ ミガ メ(Soeulal)が 浮 遊 す るの も この と きで あ り,そ のあ と,

浜 辺 で の 産 卵 ・艀 化 へ とつ づ く。Soeulal　 Naigaiと は,そ れ に ち な ん だ 北 風 の呼 び

名 で あ る。 そ れ は,生 業 活 動 の エ コ ロジ カ ルな 視 点 か らみ れ ぽ,ま さ に この と き ウ ミ

ガ メ猟 の チ ャン ス で もあ る。しか し,そ うした戦 略 的 な 資 源 と して の ウ ミガ メか らは,

こ う した 生 命 の 息吹 と しての 自然 感 情 は あ らわ れ て こな い。

　 それ らに くわ え て,凪 いだ 海面 に とき お り,サ ァー とか ろや か な風 の あゆ み を 知 ら

せ る さ ざ波(μ ρ濯 αの,ゆ っ た り と,た わ む れ る よ う な コ コ ヤ シ の 葉 の そ よ ぎ

(urabau　 lugi　tharema),そ して な に よ りも殺 伐 と した芥 子 色か ら萌 黄 に 様 変 わ りす

る草 木(wara　 ngadh　 asin),こ れ らが,北 風 の到 来 と と もに,人 の こ こ ろ のゆ ら ぎ

と共 振 してい るの で あ る。 そ れ らは,け っ して 意識 的 に因 果 関 係 に よっ て統 辞 され た

世 界 では ない 。

　 そ う した イ メー ジ の 連 鎖 は,多 少 と も コ ー ド化 され て,そ の 風 を あ るひ とつ の 風

景 の なか に は め こん で しま う。 か れ らの あ い だ で も,そ れ は一 種 の 歌 枕 に 似 た もの

に ま で 昇 華 され て い る。 つ ぎ の 歌 は,そ の よ うな,ひ とつ の典 型 を あ らわ して い

る。
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Naigai kaipaipa, gabu yeudema 

Urabau buynu yal poeybema gar 

Mina kapu  ngadhalnga 

Kisai kadaka meka, Panain padhiya e

(北 風 が む こ うで 　 　Kelam　 Whap)

北風が遠 くむ こうでながれだす

ココヤシが葉 ずれの音をたてている

ほ んと うに,と て も美 しくな ったわ

月がのぼ って くる,パ ナイの丘に

　 フ ラ(白 人 の踊 りとい う)の リズ ムに のせ た この 歌 は,作 詞 者(女 性)の 家 の軒 先

か らの情 景 を吐 露 した もの で あ る。 マ ブヤ グ島に あ って は,パ ナイ とい え ぽ,マ ブ ヤ

グ島 の ナ イ ガ イ の方 向,北 東 端 の岬 で あ る。 そ こ の北 に む けた 小 さな 入 り江 に たつ コ

コヤ シの葉 が こ の北 風 に そ よぎ,た わ むれ る よ うに 南 の ほ うにた わ む 姿 は,い くぶ ん

ニ ュア ンス は異 な る もの の ,ま さに マ ブヤ グの 「吉 野 の 桜」,「立 田の紅 葉 」 な の であ

る。 そ の意 味 で は,〈 パ ナ イ の丘 〉 も,月 や そ こか ら昇 る特 定 の星 座(た とえ ば,プ

レア デ ィス)の 歌 枕 な の で あ り,こ の歌 は,村 び とに と り,北 風 に よ って喚 起 され る

写真2　 マブヤ グ島北東端 のパナイの入 り江
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イ メー ジを 凝 縮 した も の とい え よ う13)。逆 に,こ うした 場 面 全 体 の イ メー ジ が個 々の

要 素 を意 味 あ る もの に させ て い るの で あ る。

　 ニ ュ ーギ ニ アか ら迫 りだ して くる手 の指 の形 を した雲(8ethau　 dhi〃2ura1),雨 期

の近 づ き を知 らせ る遠 雷(zibran),午 後 の 高潮(kuthau　 gabu-ur),そ れ に サ ル ア イ

(saruai)と よば れ る特 異 な 色 と形 の 雨 雲,微 風 も な く熱 せ られ た 川 面 に あ え ぐ魚

(ngara　 widan　 daida〃1　pagan),さ らに また稲 妻(panipan),な か で も果 て しな く広

が る ニ ュー ギ ニ アの地 平 線 ちか くで,夜,ま るで地 上 に 野 火 で も起 こった か の よ うに,

白 く輝 きわ た る 〈サ ガル の灯 火Sagarna　 Muingu　 Tungel(稲 妻 の一 種)〉,こ の よ う

に 天空 といわ ず,地 上 といわ ず,海 上 といわ ず,ナ イ ガ イ の風 は イ メ ー ジの連 鎖 をむ

す ぶ に事 欠 か な い。 人 び とは ま さに こ うした 自然 の鼓 動 に 共 鳴 す る(ya　 gar)の で あ

る。

　 一 方,島 を 萌 黄 に変 え る のは,い うま で も な く,雨 で あ る。 本 格 的 な 雨 期 を む か え

る ま で,〈Kau　 ari(こ ぬ か 雨)〉,〈Laga　 sizarai　 ari(島 に 上 陸 す る 雨)〉,

〈Tharapau　 ari(新 芽 の雨)〉,〈Tharapau　 nisa　ari(葉 を め ぶ か せ る雨)〉,〈Sapu

laga　sizarai　ari(し ぶ きを と もな った 島 に 上 陸 す る雨)〉 と,し だ い に 雨 脚 は強 くな っ

て い く14)。

　 こ うした雨 は か れ らを好 情 的 な気 分 に させ る ら しい。 親 子 や 兄 弟 の 情 愛 を 映 す,さ

りげ な い好 情 歌 を つ くらせ た ら,お そ ら くマ ブ ヤ グ島 で は,こ の人 の 右 に で る もの は

い な い と思わ れ るObediah　 Warria氏 の歌 を ひ とつ あ げ て お こ う。

Ina　 naki　 gar,　 zial　 ziau　 inur　 ariu　 inur　 e　nangapki　 lagaka

Kaziu　 ngulai　 maiya　 e

Tharapau  ari waidhaik, Laga sizarai  ari waidhaik

13)こ れ以外に,島 内では,さ きほ どの父系氏族のかつ ての居住地の ところで指摘 した ように,

　シ ピ ・ヌールは南風,マ イ ダは南東風 ワゲ ダガムは北西 風のそれぞれ歌枕 であ る。 さらに

　南東風には,島 の東 に うかぶ ザ ガン岩礁 にあた って くだける波 しぶ きや,そ れぞれ の風 の通

　 り道 である クラナブの谷(ナ イ ガイ),ダ ダクラの谷や タギ ムの谷(ク キ),今 日滑走路 とな

　って しまった フ レイム谷(ワ ウール)な どがあげ られ る。 そ して今 日,そ の滑走路が まさに

　この地域 の卓越風(北 西 ・南 東の風)を 考慮 してつ くられてい るために,あ らた な歌枕 とな

　った こ とは面 白い。 島外 で も,ナ イ ガイには プル島が,北 西季節風であ る クキに は,バ ドゥ

　島の沖合 いに うか ぶユル島が,ゼ イには,金 曜島 とプ リンス ・オ ブ ・ウエ ールズ島のあいだ

　の海峡,タ イ メラウ ・ケイナ ブや ワイベ ン(木 曜島)が,そ して南東風には,海 峡 の東 を限

　るグ レー ト・バ リ、ア ・リーフ(大 塗礁)が 歌枕 とな っている。

14)雨 ・嵐 につ いて は,星 や 星座が西 の水平線 に沈 む(飛 び込む)こ とに よって起 こる と連想

　されていた。た とえば,<Sapu　 laga　sizarai　ari>は サ ソ リ座 ・南十字 星 ・か らす 座 ・ケ ソタ

　 ウルス座 ・望遠鏡座か らな るタガイ とカソグの星座 によるもの と思われ ていた。
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 Inuran thamanu e 

Inur inur Naigai guban thaianu,  Ma ngapa lugi  thari Green  Hillka e

(島 に上 陸 す る雨　 Obediah　 Warr量a)

あ あ,こ の 島 に そ っ て,雲 が,真 っ黒 な雨 雲 が走 って い く

ど う して い るだ ろ う,(マ ブヤ グの)子 ど も らは

タ ラバ ウ ・ア リが ふ りそ うだ,ラ ガ ・シザ ライ ・ア リがふ りそ うだ

黒 雲 がゆ っ く りむ か って くる

黒 い雨 雲 が 北 風 に 飛 ぽ され,こ こ,グ リー ソ ・ヒル に 迫 って る

　 ラガ ・シザ ライ ・ア リ(島 に上 陸 す る雨)は,海 の上 で は皓 々 と太 陽 が輝 い て い る

の に,日 ご とに 島 を変 えな が ら,島 の うえ にだ け 降 る特 異 な雨 と して 知 られ て い る。

そ の雨 雲 が い ま,故 郷 の島 を は なれ て,ひ と り入 院 して い る作 者 の い る島(木 曜 島)

に迫 って きた 。 それ も,故 郷 の 島 のあ る北 の ほ うか ら,北 風 に お され て近 づ いて きた

の だ。 そ の 北 風 と雨 雲 が 故郷 に い る子 ど もた ち へ の思 い を駆 り立 て るの で あ る。

　 そ して,こ の ナ イ ガ イ の時 期 の後 半 は 日 ご とに風 向が 定 ま らな い こ とで も特 異 であ

る。 風 向 きが 四方 八 方 に まわ る とい う意 味 で,ダ ソス の さい の腰 蓑 の旋 回 に なぞ ら え

た 〈Daruai　 daruai　 nudual　 kidh　a　kidhan　 thiaik>の タイ トル の つ い た歌 はつ ぎ の よ

うで あ る。

 Daruai daruai nudual kidh a kidhan thiaik e 

Kai guban milagiya gud aiimka ka e 

 Ina naki boebab tharthi thayema gar e 

Kai naopa Kukian sibui nanamka e 

            (Aiaba Gizu)

　 　 風 がまわ るよ,ま わる よ,

　 　 吹き 口を さが して(風 は どこに,吹 き口をつ くろ うとしているのか)

　 　 そ よ風 も くわわ り,島 をつつんそ しまった

　 　 風は クキか ら吹 き,稲 妻 が うちつけるだろ う

　 　 　 　 　 　　 　 　 .〆!

この と きの 日 ご とに 変 わ る風 も,や は り4つ の カ テ ゴ リーに お さめ られ,そ れ ぞ れ
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特殊な名称を持っている(図4参 照)。

　 3.ク キ(北 西 風)の 歌

Dogai　 wauralaigと よば れ る 〈 こ と座 〉の夜 明け まえ の 昇天 が クキ の季節 の は じま

りをつ げ,Dogai　 kukilaigと よぼれ る くわ し座 〉が 昇 天 す る と,と きは 本 格 的 な ク

キ なの で あ る。

Palamunia gar me ulaik  e kibuya 

Maludh me gar palamunika, kedha maiya pautharka  e 

Ya dhaudhaya gururidhiya e, Kukilaig e, Wauralaig e 

Ipal ngadhe singenu tharaumaka gar, 

Ii Wauralaig e, wagel Metakurab  e Kukilaig  e ya e

(星 座 の歌Eseli　 Peter)

ふ た りが 澄 み き った 空 の半 天 を あゆ も うとす る

海 の よ うな空 に,ふ た りは い ま ま さに 現 れ で よ うとす る

あ あ,ダ ウ ダイ　(ニ ュ ーギ ニ ア)の まん 中か ら,ク キ ライ グ と ワ ウラ ラ イ グが

ふ た りは,シ ンゲ15)を 通 した よ うに,数 珠 つ な ぎに並 ん で昇 って くる

イ ー ・ワウ ラ ライ グが さ きに,メ タ ク ラブ ・クキ ライ グが あ とか ら

　 この2つ の星座はともに ドガイとよぽれる老女の妖怪(一 種の山姥)な のだが,そ

れについての説明は省略 しよう。ただ,さ きに述べた ように,風 が四方八方から吹く

のは,こ の2つ の星座がこれから昇天 し,空 をあゆむ旅仕度のために,空 の四隅で腰

蓑をさがしまわ り,古 い腰蓑をなげちらかすためと想像されていた。姿のみえぬ風は,

かれらの風のイメージをどこまでもふ くらませているのである。 ともか く,こ れらの

星座の昇天によって,ク キは本格的になっていく。

Kukian na wad thira lumangul, Kukian na wad thira lumangul 

Kedha paipa nagimeu, gabu urka urgudaka,

15)魚 のえ らを とお して魚 をは こぶ細 い棒 の こと。 こと座 とわ し座の昇天 には1時 間ほ どのズ

　 レがあ り,そ れ らのななめ に一直線にな らぶ昇天 した姿が シソゲに とお された魚の形 と重な

　るのであ る。
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Kuki e, bui e, ya gar zial e, kukingu bui  e adan e 

Izaka izale mai  e yarsik

(ク キ の歌Obediah　 Warria)

クキが吹 くさきを さが してた　 クキが吹 くさきを さが してた

みろ,風 上を,荒 波が鎌首 をあげて寄せ て くる

クキだ,黒 雲だ,あ あ,疾 風 のよ うな黒雲 が クキか らあ らわれたぞ

イザカ ・イザ レ(ク キの愛称)が 泣 きさけぶ

　 クキの 風 が遠 く,ま さに そ の方 向 に,吹 きは じめた ときの 島 の情 景 で あ る。丘 陵 の

背後 か らせ りだ して くる真 っ黒 な 雨雲(inur　 buailaig),裾 礁 を あ ら う荒波(gabu　 ur),

西 空 の 果 て に と どろ く遠 雷(zibran),不 気 味 な風 の叫 び声(mai)。 これ ら尋 常 で な

い あ た りの 急 転 回 が,い ま だ 姿 を み せ ぬ ク キ の 風 の 正 体 を 暗 示 し(tonar　 ma-

ingttzimal),い や が うえ に も,せ ま りつ つ あ る 「クキ の 到来 」 の緊 迫 感 を もた らす の

で あ る。 私 のイ メ ー ジの なか では,ま る で,タ ー ナ ーの 『影 と闇一 洪 水 のタ ベ 』 と二

重 うつ しにな るの で あ るが,う が ちす ぎ であ ろ うか。 一 方 は熱 帯 の 自然,他 方 は イ ソ

グ ラ ン ドρ 自然 と人 間 との 出会 い なの で あ るが 。

　 これ らに,は げ しい 雨(koei　 arilnga)と 稲 妻(pan　 ipan　theren8edh),わ け て も3

写真3　 風 のために曲がって しまった樹木
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日3晩 降 りつ づ くと い うベ ラ プ イ カ ・ナ ガイ ・ア リ(Berapuika　 nagai　 ari屋 内 で屋

根 の こ まい を 眺 め つ づ け る雨 の意),川 を よみ が え らせ,足 早 に 走 りぬ け,乾 期 に つ

も っ た 川 口部 の 砂 堆 を つ きや ぶ る水 流(bubu),荒 れ た 海 の に ご り(thi〃iethi〃lei

ugul),1年 の 最 高 潮 位 を 記 録 す る高 潮(koei　 ur)と 大 引 き潮(kaine　 gatha),そ れ

に 島 の 風 上 の側 とは対 照 的 な風 下 の 側 の凪(idi),海 上 に大 発 生 す る クラ ゲ(た π∫),

そ して さ きに 述 べ た わ し座(Metakurab　 kukilaig)と こ と座(li　 wauraiaig)を あげ

れ ぽ,か れ ら の クキの風 に よっ て,こ れ ま で喚 起 され た イ メー ジ の連 鎖 は ほ ぼ お さま

るか も しれ な い。 クキ の 多 くの歌 は これ らの イ メ ー ジ との 呼 応 を あ らわ して い る。

　 しか し,な ん とい って も,ク キ との 出会 い に おけ る,か れ らの イ マ ジ ネ ー シ ョソの

源 泉 の ひ とつ は,風 そ の もの の強 さ,は げ し さ,そ の怖 さな の で あ る。

 Kuki  ngalmun guub gar e,  Kuki  ngalmun guub gar e 

 Kukian zar apa o, kabuthan zar apa o

(ク パ ・クキ の歌 　 Zakaria　 Warria)

クキ　おれたちの風だ,ク キ　 おれ たちの風だ

クキ　木 々をなぎたおす 　お したおす

　 この地 で木 をた お す 風 とい えば,サ イ ク ロ ンをの ぞ くと,ク キ しか な い。 しか も,

風 速30m/sを こえ るの は,か れ らが 〈Danangu　 garia　tharai　guub(目 を そ む け,身

体 を よ じる風)〉 とよぶ クキ か,〈Kupa　 kuki(ク パ の 実 を お とす ク キ)〉 だ け で あ る。

それ らの風 は,な ん とい って も,か れ らに 恐怖 感 を よび お こ し,そ の 時期 をむ か え る

こ とはか れ らを憂 欝 に も させ るの で あ る。

　 で も,そ ん な憂 欝 さ につ な が る よ うな怖 さは かれ らの歌 には な らな い。 この歌 は そ

れ よ りも,ワ ウ ール ・ゼ イ ・ナ イ ガ イ の風 が 足 も とに もお よぼ な い,ク キ の恐 ろ しい

力 強 さ を表 現 して い るの で あ る。 しか も,そ れ を くお れた ち の風(ngalmun　 guub)〉

と言 い あ らわ す の は,そ の骨 身 に 染 み て い る リア リテ ィを もった 力 強 さへ の共 感 と,

まえ の節 でふ れ た 海 峡域 をめ ぐる集 団構 成 の風 に ち な ん だ 区分 の な か で,自 分 た ちが

ま さに 〈Kukiau　 gubalgal北 西 風 の人 び と 〉で あ る か らな のだ 。 そ して,か れ ら の イ

マ ジ ネ ー シ ョンに お い て は,こ の歌 は,島 々間 対 抗 の ダ ソス コ ン クール に お い て ・み

ず か らが 勝 利 を お さめ た と きの 凱旋 の言 葉 〈Kukiau　 gubalgal　 wati　tiamar(お れ た ち

クキ の風 の人 間 が ほか の 風 の や つ らを な ぎた お した ぜ)〉 と響 き あ っ て お り,そ れ ゆ
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え に,「 風 」 は また,か れ らの イ デ オ ロギ ーを 正 当化 す る うえ で も,一 役 買 って い る

の で あ る。

　 それ だ か ら こそ,か れ らの クキ の風 にた い す る思 い いれ は こ との ほ か強 い。 マ ブ ヤ

グ島か ら離 れ て 暮 らす人 び とに も,情 緒 的 な喚 起 力 を も って い る。 クキ の風 は,ち ょ

うど ク リス マ スの 直前 あた りか ら本格 的 に吹 きは じめ る。 そ のた め に,そ れ が吹 きは

じめ る気 配 が 感 じられ る と,オ ース トラ リア本 土 に出 稼 ぎに でか け てい る者 に とっ て

は,ま もな く ク リス マ ス休 暇 とい うこ と もあ っ て,母 島 へ の ノス タ ル ジ ア(wakai

koma胸 が あ つ くな る)を いや ま しに掻 き立 て られ る とい う。

Kutaka na wad gethau dhimural palemka kabuth meka gar e 

Zib na wad zib thaidhamin 

Kedha maia, zibran, zibran mathamka  e ya e 

Thurub e, ngalmun guub amadh asin 

Kukian sipa lagal si dhad palaminu e 

lagia pudhema Kulanabia senakai ulaik e 

lagal senakai, kala gar idi pudhi

(ク キ の歌 　 Obediah　 Warria)

昼下が り,ゲ タ ウ ・デ ィムラル(手 の指の形の雲)が せ りだ し,ひ ろが ってい く

ときをたがえず,ジ ブ ラン(遠 雷)が とどろきわた る

トゥル ブ(ク キの愛称),お れたちの風が近づいた

クキが島か ら島へ と吹きわた る

おれた ちの島 じゃ,ク ラナブの谷を吹き進 むだ ろ うな

島の風下 じゃ,凪 ぐだろ うな

　仕事場をつつむ クキの気配にさそわれて,島 の情景が うかびあがって くる。かれ ら

のイメージは具体的な事物をはなれない。まさに,具 体的な事物にこそ,か れらの感

情の源泉があるからだ。マブヤグ島のクキの風の通 り道であるダダクラやクラナブの

谷。その風下のゆく手には,家 族の暮 らす村があ り,さ らにその先には,ク キの季節

でも,お だやかな,凪 いだ海がひろがっている。あえて,村 も家族のことも,歌 には

お りこまない。みずからが クキの風 となって,ダ ダクラや クラナブの谷をこえれば,

そこには,お のずと村の姿も家族の姿 も立ちあらわれてくるからである。
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　 「愛 しけ や し我 家 の方 よ雲 居 起 ち来 も」(古 事 記)と い う とこ ろで あ ろ うか 。

　 こ う した歌 は,そ れ を歌 う もの た ち も,〈wakai　 koma(喉 が 熱 くな る,胸 が こみ

あ げ る)〉 に させ,自 分 た ち の 島 へ の情 緒 的 な愛 着(sensitive　 attachment)を よび お

こ し,ま た 一方 で は,歌 を とお して,そ れ を社 会 が個 人 に植 えつ け る文 化 的 な コー ド

と もな って い る。

　 そ うした 歌 の 機 能 とい う点 か らみ る と,歌 は,歌 い こまれ た 情 景 の 身体 的 な喚 起 と

な らん で,個 人 に よ って は,そ れ が 作 詞 ・作 曲 され た 場所 や時,作 詞 ・作 曲者 のお か

れ てい た状 況,あ るい は みず か らが か つ て歌 い,踊 った折 々 のあ りさ ま も,同 時 に よ

び お こす 。 そ れ は 意 識 的 な,反 省 的 思考 とい う よ りも,ま さに歌 い,踊 る こ とに よっ

て,お のず と よび お こ され る の で あ る。 か れ ら と歌 の こ とを話 してい る と,そ の こ と

が よ くわ か る。

　 事 実 上,自 分 た ち の言 葉 で記 録 を つ くる こ との な いか れ らに と って,歌 いつ が れ た

歌 の数 々が歌 い つ がれ る うちに そ れ ぞれ の個 人 の うち に沈 潜 し,炭 に ま とわ りつ く雪

の よ うに ふ くれ あ が った,あ る ま とま りを も った個 人 史 と して の記 憶 の束 が 構 成 され

る。 それ らは どち らか とい えば,叙 事 的 な こ とが ら よ りも,情 動 的 な性 格 の も のが 多

い 。 かれ らは,そ れ を最 初 か らけ っ して意 図 して い るの で は ない で あ ろ うが,〈 歌 〉

とい うモ ー ドのパ フ ォ ーマ ンスは,結 果 的 に,か れ らの膨 大 な記 憶 装 置 と して も機 能

して い るの で あ る。

4.ワ ウール(南 東 風)の 歌

　 この季 節 は乾 燥 性 が い ち じ る しい。 空 は 水 平線 の きわ まで澄 み わ た り,一 方,海 上

で は,強 い 風 が吹 きつ け,珊 瑚 礁 に,波 が くだ け散 る。 か れ らは,風 とと もに,星 や

星座 の動 き,ま さ に 日中 の コバ ル ト ・ブ ル ーや エ メラ ル ド ・グ リー ソの海 と好 対 照 を

なす,く だ け散 る 白 い波 しぶ きの妙 に心 を うば われ る の で あ る。

Inur napaiki gubau paruia 

Maalu ugu  palanu, naki Sageran, Dhamu dhadha kabuthnu 

Sageran Keken Dhamu thoeraka mathaman e

(ケ クの歌 　 Eseli　Peter)

黒雲 が風上にそ って風の まえを動いてい く

海はに ご り,サ ゲール(南 東風)が アマモをなぎたおす
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サ ゲールがケ クの星を ダムの丘の うえに打 ちあげ る

　 風 が星 を打 ち あ げ る,あ る いは 蹴 りあ げ る とい う自由 な発 想 は か れ ら独 自の もの な

ので あ ろ うか 。 もち ろ ん,そ の発 想 に は,ワ ウー ル とい う風 の身 体 的 な経 験 の リア リ

テ ィが ふ くまれ て い る。 星 は,夜 明け まえ,い った ん 東 の 空 に姿 を み せ は じめ る と,

日ご とに,日 の 出 との あ い だ に 間隔 が あ き,昇 天 の相 対 的 な 時 間が 早 くな る。 村 び と

は,星 が ワ ウー ル の強 い 風 に 押 しあげ られ るた め だ,と も言 う。

　 そ れ は と もか く,ケ クの 星(エ リダ ヌ ス座 の ア ケル ナ ル)が,夜 明け まえ,南 東 の

空,よ り正 確 に は モ ア島 の パ ウダル(Baudar)の 丘 の うえ に 姿 を み せ る と,ク キ の

季 節 は終 わ りを つ げ,い よい よ ワ ウー ル の き ざ し(tonar)が あ らわ れ は じめ た とい

う こ とにな るげ 島 の東 部 海 岸 に 位置 す る村 では,ク キ の風 は 背 後 の丘 陵 にい くぶ ん遮

られ,村 の まえ の海 は比 較 的 凪 い で い る のだ が,ワ ウー ル の風 が ふ た たび 前浜 の海 を

荒 れ させ,な ぎた お され た ア マ モ(Cy〃iodocea)が 海 浜 に も打 ち あげ られ る の で あ

り,前 浜 の,急 激 な変 化 が か れ らを強 く魅 きつ け る の であ る。これ は,本 格 的 な ワウ ー

ル の最 初 の風 と して知 られ て い る。

　 とい って も,こ れ が 南 東 風 の最 初 の もの とい うわ け で は な い 。 これ に先 立 っ て,3

月 の 末 ごろか ら,南 東風 は い く度 か 吹 い て い る。そ れ らは,〈Kusau　 pauthai　 Waur(川

の 口を と じる ワ ウー ル)〉,〈Purau　 kadaka　 thiai　Waur(浜 辺 の つ る草 を なげ あ げ る

ワウ ー ル)〉,〈Wanau　 kausa　 lupai　Waur(ワ ナ の花 を ゆ らす ワ ウ ール)〉 と言 い あ

らわ され,こ れ ら の風 の 名称 は,あ ま りに も素 朴 とい えば 素朴 で あ るが,具 体 的 な 自

然,こ ころ の嚢 に き ざ まれ る風 景 か らは な れ て お らず,つ ね に感 情 のゆ ら ぎをつ な ぎ

とめ て い る。

　 主 旋 律(tune),音,歌 詞 に つ い て の知 識,こ れ らの 作詞 ・作 曲 法 は親 子,オ ジ ・

オバ ー オイ ・メイ(類 別 的 親 子)な どの 関 係 を 通 じて継 承 され る。 とい うよ りも,作

詞 ・作 曲す る と,最 初,子 供 や オ イ ・メイ に 歌 って 聞か せ,そ の意 味 内容 を説 明す る

とい うので あ る。 それ が,同 時 に 作詞 ・作 曲を 習 うとい うこ とで あ る。 村 び とた ち は

作 詞 ・作 曲者 を 知 らな くて も,そ の歌 の主 旋 律 ・音 ・歌 詞 の 内容 か ら,そ の家 系 を推

測 す る こ とが で き る。 さ きに 掲 げ た歌 の 作詞 者 で あ るEseli　 Peter氏 の家 系 は,と く

に,こ の ワウ ー ル の 季 節 の 星 空 や 泡 しぶ き(sik)の 歌 が 多 い 。 か れ の娘,　Maurie

Eseliさ ん も,そ れ を得 意 とす る現 代 の 作 詞 ・作 曲者(Nau　 imaizi　mabaig歌 を み つ

け る人)の ひ と りであ る。

225



国立民族学博物館研究報告別冊　 15号

Siga lagangu ngapa danami, thanamun yabuya tadik 

kedha wara dhagam kibuka 

a titui adada naka pudhema  e ya e 

Kedha nagimeu  ina ziagi maia, titui titui adada naka pudhema  c 

Kedha maya gubal thaiaumaka, koei Dakatir Dakatir e 

Nabeka napaiki elug tharema paruia Kekenika tonaria thiaika e 

Titui adada naka pudhema e

(星 の歌 　Maurie　 Eseli)

遙かかなたの地か らあ らわれ,か れ らの道 をあゆ んでゆ く

天涯の もうひ とつの端にむけて

星が,空 の果て まで,キ ラキ ラ輝いて るよ

ながめてごらん,雲 ひ とつない空 を,

星が,空 の果て まで,キ ラキ ラ輝 いて るよ

ああ,い まや風が吹 きあげる,ダ カティールを

風上の ケクのまえに,黒 雲が立 ちこめ;と きは ケクに移 ろ うと してい る

星が,空 の果 てまで,キ ラキ ラ輝 いてるよ

ダカ テ ィール は ケ クの星 と と もに,ワ ウ ール の季 節 の到 来 を予 知 させ る星 座 で あ る。

写真4　 マブヤグ島の裾礁 に くだけ る波
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そ れ ら二 つ の星 座 と星 は,ワ ウー ル の風 に 吹 きあ げ られ る と想 定 され て い る の であ る

が,そ れ に さきだ って,雲 ひ とつ な い,こ ぼれ る よ うな星 空 の 南 東 の 隅 に,黒 雲 が お

しだ され,こ れ らが 島 び との ワウ ール の は じま りのイ メ ー ジを構 成 して い るの で あ る。

　 南 東 の モ ア 島 のバ ウダル の 丘 に お け る,こ の 黒雲,ダ カ テ ィール,ケ ク,荒 れ る海,

そ れ に そ れ ら とイ メ ー ジに お い て 呼応 す る,は げ しい ワ ウー ル の風 。 これ らは,ナ イ

ガ イ期 のパ ナイ の 小 さ な入 り江 に お け る,萌 黄,コ コ ヤ シの揺 れ と葉 ず れ の 音,月,

凪 い だ海,そ れ に それ らと呼 応 す る,も のや わ らか な ナ イ ガイ の風 と好 対 照 を な して

い る。 それ らは,か れ らの論 理 的 な 選択 の結 果 と い うよ りも,人 間 の も うひ とつ の能

力 で あ る,ワ ウール の 風 の 〈動 〉 と ナイ ガ イ の風 の く静 〉に よ って 引 きお こ され た 身

体 イ メ ージ の,そ れ ぞ れ収 敏 して い くイ メー ジ の連 鎖 の偶 然 の結 果 な の で あ ろ う。 そ

こに こそ,生 きて い る人 間 の風 景 が 生 まれ る の で あ る。

　 さて,5月 末 か ら6月 に か け て,ワ ウ ール の 風 が お さ ま った か と思 う と,突 然,時

な ら ぬ,強 い 西 風(Usal　 Kukiプ レア デ ィ ス の西 風)が 人 び とを お どろ か せ,歌 と

して 結 晶化 して い る もの もあ る。 しか し,村 び との ワ ウー ル の 自己 了 解 は,な ん とい

って も,荒 れ る海,珊 瑚 礁 に くだ け散 る真 っ 白な 波 しぶ きで あ る。 男 た ちは,海 上 で

の 仕 事 中 に,こ の 風 と荒 波 に あ お られ て,〈 竈 甲 の うえ で ま わ る 独 楽(ngadhe

mina　 nge　gare　wana　 kararaya　 tardhainu)〉 の よ うに,翻 弄 され た 思 い や,〈 波 間 を

とび は ね る大鰭(ngadhe　 gubau　 dabui　 ina　bauwanu　 nalabika)〉 の よ うに,大 波 に

揉 まれ なが ら,や っ との思 い での が れ た あ りさ まを 歌 に した もの が 多 い。 しか し,女

た ち は陸 上 か ら,珊 瑚 礁 につ き あた る海 鳴 りの音 に 耳 を か た む け,く だ け 散 る波 しぶ

きの姿 に,心 を うば わ れ る。

Usalai naki kuth puzik e 

Bau nugu aranu, bau saiidika 

Sik, sik palga paleka  e nugu aranu  adhal e 

Sik palga paleka ngadhe kedha 

M. A. B. U. I. A. G. I. S.  L.  A. N. D.

(マ ブ ヤ グの歌Maurie　 Eseli)

午後 のに ごった潮 がゆ った り引いてゆ く

波が渦潮のなかに落ちこんでる

波 が くだけ,真 っ白のあわが渦潮のまわ りに飛び散 って る
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飛 び散 る あわ が,ま るで"マ ブ ヤ グの 島"と 言 っ て るね

Ngadhe karbai tharema bauwau thoeria 

Thoeria napaiki sik thanurima, sik laysadh yuka e 

Aranu nagu bau ngadhe sapukaazi nithaik, 

Sik, sik bauwau thoeria

(あ わ 立 つ波 の歌 　 Maurie　 Eseli)

よせ くる波の背に,ま るでカル・ミイ(白 鷺)が 立 っているみたい

風上の波の背にそって,真 っ白なあわが居並び,

まるで レースの縁 ど りの ようだわ

渦潮の まわ りで,波 が くだけ散 り,

まるで,し ぶきの子供たちがす わって いるよ うね

意識によって制御された日常のこだわ りをとりされば,人 のイメージの連鎖は広が

って い く。 か れ らは,歌 の なか で は,

「ま る で,～ の よ うな(ngadhe)」 と

写真5　 ダ ンス用の頭飾 り、デ リ

いうアナロジー(比 喩)を 多用す る。

アナロジーの基盤はなによりもリアリ

ティをもったイメージの呼応にある。

ワウールの季節でも,う えに述べた以

外に,パ イダム(鮫 座,北 斗七星)が

ひきおこすと考えられていた大凪の海

を 「カイのようだ」とたとえ,岩 礁に

くだけ散る白波のしぶきを 「デ リ」 と

たとえるのである。カイは精選 された

パンダナスの葉からつ くられた肌理の

こまかい敷物であり,デ リは真 っ白な

海鳥の羽でつくられるダンス用の頭飾

りである。頭頂から耳の下まで放物線

状に,真 っ白な羽が顔をとりかこむ頭

飾 りは,ま さに錐形の岩礁 のまわ りに
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くだけ散る真 っ白な波しぶきと二重 うつしになる。そ して,か れらは,そ の波 しぶき

@κ)と 水泡を,こ れまた白鷺のやわらかな羽毛でつ くられた踊 りの小道具に結晶化

させている。

　それはたんなる視覚などという物理的な刺激の類似性によるのではない。そこには,

つねに,一 方では人間の情緒的なゆらぎによって生じた浮遊するイメージの安定化を

求めようとする動 きと,他方ではそれぞれの事物についた情緒的喚起の相乗によって,

その本質にせまろうとする生きた人間の創造性がはたらいているのである。

5.ゼ イ　 (南風)の 歌

文化 接 触 以前,ニ ュ ーギ ニア との 交 易 が お こなわ れ て い た ころや,戦 前,真 珠 貝 を

さ か ん に 採 って い た こ ろ に は,南 風 は マ ブ ヤ グ 島 か ら 北 に む か う 「旅 立 ち の 風

!yawarau　 guub)」 で もあ った の だ が,今 日,そ の意 味 合 い は村 び との 意 識 か らほ と

ん ど消 え て しま った 。 「南 風 は 冷 た い 」 と異 口同 音 に 口に す る村 び とに と って,ど ち

らか とい え ば,う とま しい風 な の で あ る。 全 貌 が わ か らな いか ら,差 しひか え るべ き

な の で あ る が,い ま手 も とに あ る101曲 の うち,南 風 につ い ては,8曲 を 収 録 で きた

に す ぎ な い。

Jei e, Jei  e pudhema e 

Jei e, Jei  e kaziu  ngulai maiya e 

pudhema Waibeniya e

(南 風 の 歌Fr.　 Michael　 Bani)

南風,南 風,吹 いてい る

南風 南風 ど うしてい るだろ う,子 どもらは

ワイベン を とお って,吹 いて くる

　 セ レナ ー デ風 の 単 調 な,ゆ った りと した リズ ムに のせ た この 歌 は拝 景歌 とい うよ り,

好 情歌 で あ る。 南 風 は,乾 き き った7,8月 に,と きお り,オ ー ス トラ リア の大 陸 か

ら吹 い て く る,も っ と も冷 た い,強 い 風 で あ る。 この冷 た さが,離 れ て暮 らす子 ど も

た ち,そ れ も この風 が 吹 い て くる方 向の 木 曜 島(ワ イ ベン)に 暮 らす 子 ど もた ち の こ

とを想 わ せ るの で あ る。 この歌 には,ワ イ ベン を タ イ メ ー ル水道 と変 えた だ け の 異歌

もあ る。
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　 しか し,そ うした拝情歌ぽか りではない。「自然詩」あるいは 「機会詩」 として,

作詞者がおのれの 「とき」をみいだした秀歌もある。

 O baiwau  e pinitai  e paituratai  e  ari 

Bailudya Ubarau Jei nukadka gar o 

Thaimerau Keinabu thaianu 

Jei gar  e bagan mulema

(ス モ モ の南 風 　 Kadiab　 Gaulai)

おお,ス モモの実のほ こ りを洗 った雨,

明け方,ウ パ ラウ ・ゼイ(ス モモの南風)が 吹 きあが る

タイメール水道 を走 りす ぎ,

南風がはげ しく吹 きす さぶ

　 なつ め の形 を した スモ モ の 実,乾 い た 南 東 風 に あ お られ た砂 ぼ こ り,そ の砂 ぼ こ り

を ま と って,く す んだ 実 が早 朝 の雨 に洗 わ れ て,つ や の あ る,深 い紫 紅 の色 を 輝 か せ

る。 海 峡 の 諸 島樹 と してみ ん な に愛 され て い る ウバ ール(Mimusops　 elengi　L.,ミ

サ キ ノ ハ ナ)が この7月 の 中 旬か ら8月 の上 旬 に か け て,実 を 色 づ か せ る時 期 な のだ 。

在 地 で は,野 生 の ス モ モ と して知 られ る この実 を 食 べ る と,ふ た た び この 地 に 帰 っ て

くる とい う。

　 な が くつづ く南 東 風 の た め に乾 き き り,砂 ぼ こ りに つつ まれ た 世 界 を 癒 して くれ る

よ うな 早朝 の 雨。 作 者 は そ の一 服 の清 涼 感 を ス モ モの 色 鮮や か さ に こ とよせ て い る。

しか し,そ れ もつ か の 間,一 年 中 で,ま れ に しか吹 か な い,冷 た く,は げ しい 南 風

それ もつ ね に そ の水 路 を 通 って,北 方 の マ ブ ヤ グ島 のほ うに 吹 きあ が る。 それ に ち な

ん だ く ス モ モの南 風 〉。 タイ メ ラ ウ ・ケ イ ナ ブは 金曜 島 と プ リン ス ・オ ブ ・ウ ェール

ズ 島 との あ いだ の 南北 に 走 る水 路 で あ り,南 風 の 名所 ない し歌 枕 な の で あ る。そ して,

南 風 が お さ ま った お り,人 び とは 〈kapu　 gubaginga(風 もな く,い い お 日和 で す ね)〉

の 言 葉 を か け あ うので あ る。

　 以 上,こ れ ま で,ナ イ ガイ,ク キ,ワ ウ ール,ゼ イ とた ど って きた 。 そ れ ぞ れ の風

は,マ ブヤ グの人 び と と もに,ど の よ うな世 界 の図 柄 を描 きだ して い るの か,ほ ぼ 明

らか に な った こ と と思 う。 マ ブヤ グの人 び とは,目 にみ え ぬ,捕 らえ よ う と して と ら

え られ ない,そ れ ゆ えに イ マ ジネ ー シ ョンを よび お こす 「風」 を鏡 と して,み ず か ら
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の姿を映しているのである。マブヤグの人びとと 「風」とのあいだに通いあうものが

あり,風 の変容はみずからの変容でもあ り,呼 応しつつ,た がいにその本性を映しあ

っているのである。自然は鏡 として,論 理以前のところで,人 間を映 しだすのである。

V.む すびにかえて

　 1975年,私 が は じめ て マ ブ ヤ グ 島を お とず れ た と き,あ る老 人(Tabitiai　 Mooka

氏)は 「マ ブ ヤ グの ほ ん と うの名 前 は マ ブ ヤ グ ・ウル ピ ・ギ グ ・ブ イ エ ッ ド ・ラ ス

(Mabuiag　 Urupi　 Gigu」Payed　 Ras)で,あ の 世 の娘 ウ ー ガが恋 人 の い る この 島 にや

って きて,は じめ て こ の島 を 見 た と き,私 の 島(ngUZU　 lag),う るわ しの 島(kaPU

lag)と 言 い な が ら,名 づけ た ん だ 」 と語 って くれ た こ とが あ った 。

　 そ の後,い く度 か マ プ ヤ グを訪 れ たが,最 近,か れ らの風 の こ とが気 に な りだ し,

1989・90年 の訪 問 で は,そ の こ とに 焦 点 を 当 て て み た の で あ る。T.　Mookaさ ん は

す で に こ の 世 の 人 で な か った が,マ ブ ヤ グ 島 出 身 の言 語 を 中 心 と した 民 俗 研 究 家

Ephraim　 Bani氏 に よ る と,マ ブ ヤ グ ・ウル ピ ・ギ グ ・ブイ エ ッ ド ・ラ スは,「 ウル

ピ(快 晴 の 大凪),ギ グ(4つ の風 の島),ブ イ エ ッ ド ・ラス(大 荒 れ の クイ ック ・パ

ッ ドか らの南 東風 に よ る波 しぶ きの もや)」 と い う こ とで あ った 。 ま るで,万 葉 集 の

「国 見 の 歌 」,「 う ま し国 ぞ 」 な らぬ,「 うま し島 ぞ(KaPU　 lag)」 な の で あ るが,要

す るに,マ ブ ヤ グ の島 とは 「風 の 島」 な の で あ る。 それ が,島 び との 自己 了 解 な の で

あ る。 それ ゆ え,こ こで は,風 を 窓 口と して,そ のむ こ うに 見 え る マ ブヤ グの人 び と

の風 景 を,あ る いは 風 を 鏡 と して映 しだ され た マ ブヤ グ の人 び との姿 を,一 部 描 い て

み た わ け で あ る。

　 音 楽 に か ん して 門外 漢 の 私 が歌 を と りあ つ か わ な けれ ぽ な らな い こ とに な る とは,

当初,予 想 も して い なか った 。 しか し,誤 解 の な い よ うに い って お げ ば,私 が歌 を と

りあつ か って い る か ら とい って,私 は民 族 音楽 の 研 究 を意 図 して い るわ け では な く,

あ くまで,問 題 は人 間 と自然 な の で あ る。

　 われ わ れ が,ト レス海 峡 諸 島を訪 問 しは じめ た こ ろに,わ れ わ れ と平行 して 調 査 を

進 め て い たB.ニ ー チ ュマン 氏 が 描 きだ した,マ ブ ヤ グの 人 び との経 世 のた め の 自然

も,ま さ にか れ らに と って,ひ とつ の 自然 で あ ろ う。 統御 し よ う と して も,統 御 しき

れ な い狩 猟 環 境 や 狩 猟 対 象 とい う自然 に,人 間 のひ とつ の 能 力 で あ る差 異 に注 目 しつ

つ 分 節 化 し,そ こか ら論 理 的 に組 み 上 げ て,文 化 と して,統 計 的近 似 値 と して の 自然

の姿 を 構成 す る。 そ の構 成 され た 自然 を とお して,〈 生 の 自然 〉に対 応 す る。 人 間が
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人 間 た る,最 大 の能 力 はそ こ にあ り,そ れ 以 外 の く 自然 〉の あ りよ うな ど,人 間 は知

る よ しもな い の か も しれ ない 。 そ れ 以外 の く 自然 〉な ど とい うの は,神 秘 家 や宗 教 家

の い う妄 語 に す ぎ な い のだ ろ うか16)。

　 しか し,マ ブヤ グの人 び とが,風 の歌 を とお して,垣 間 見 せ て くれ た 自然 は い った

い 何 な の で あ ろ うか 。 そ こ に は,B.ニ ーチ ュマンソ氏 が 描 きだ した もの とは 異 質 な

く 自然 〉が あ る。生 きた 自然 と人 間 との 交 流 が あ る。そ の な か に は,か れ ら に と って,

イ メー ジ と して使 い古 され,文 化 の なか に と りこ まれ,飼 い慣 らされ て し ま った 自然

もあ るで あ ろ う。 そ して,言 葉 に移 しか え られ て,言 葉 だ け が浮 遊 して い る擬 似 的 な

自然 もあ るで あ ろ う。

　 だ が,か れ らは つね に新 た な歌 を つ く り,イ メ ー ジを 更新 し よ うとす る。 しか も,

それ らは,画 布 に で は な く,歌 唱 ・ダン ス と して 身 体 とい うキャン パ スに 描 きだ す の

で あ る。 歌 が 生 ま れ る と き も,歌 われ,踊 られ る と き も,日 常 的 な 目的 性 を も った 意

識 に よ って 当 然 視 され て い る 自然 の こだ わ りか ら解 き放 た れ て い る　 [TUAN　 l977:

128】。 い や,あ る意 味 で は,自 己 を 解 き放 と う と努 力す る。 ま さに,歌 い,踊 る こ と

は意 識 の 世 界 か らみず か らを 解 き放 つ こ とへ とい ざな うの で あ る。

　 自然 の イ メ ージ の更 新,そ れ は,自 然 と文 化,あ るい は 自然 と人 間 との 直接 無 媒 介

な呼 応 関 係[岩 田　 1986:13】 の更新 と もいえ るか も しれ な い。 自然 に 共 感 し,自 他 未

分 の状 態 【藤 岡 　 1974:141】 に な って い る のか も しれ な い 。

　 そ うだ とす れ ぽ,そ れ に よ って,か れ らは い った い 何 を め ざ して い るの だ ろ うか 。

歌 をつ く り,歌 を歌 い,踊 る と き,い った い,か れ らは 何 を感 じてい るの だ ろ うか 。

そ の こ とを,か な りの村 び と に問 い かけ てみ た 。 そ れ が つ く られ た と きの 作者 の おか

れ て いた 状 況,そ れを 歌 った 折 々の 思 い 出,あ るい は 日常 的 な それ ぞ れ の 風 が吹 く季

節 の物 思 い な ど,歌 と踊 りの周 辺 に ま とわ りつ い て い る もの ご とにつ い て は,い ろい

ろ と聞 くこ とが で きた 。 しか し,歌 や 踊 りそ の もの に つ い て,返 って くる答 え は,「 楽

しい」,「 うれ しい」,「幸 せ だ 」。 た だ,そ れ だ け で あ っ た。 それ 以 外 な に も聞 け な か

ったσ

　 それ ゆ え に,今 の私 に は,か れ らに と って,も うひ とつ の 自然 の リア リテ ィとは,

理 屈 ぬ きの世 界,意 識 に か らめ と られ た 効 用 な ど関 係 の な い無 目的 の世 界,し か し,

身 体 性 を お び た生 命 の飛 躍 のお こ る,心 お ど る世 界 で あ る,と 結 ば ざる を え な いの で

あ る。

16)こ の点について,若 干 の学説史的展望 を拙稿 【松本

　照 してほ しい。

1989】 に お い て試 み た こ とが あ る。 参
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　しか し,そ の結論はあまりにも,そ れこそ飛躍しすぎている。この報告は,あ くま

で中間報告である。私 自身,か れらの日常的な,身 辺雑事の,タン ジブルな世界にお

ける諸行為 と風という問題を整理 したあとで,ふ たたび,こ の自然と人間という問題

を考え直してみたいと思っている。

　ただ,今 日,マ ブヤグをはじめとした トレス海峡諸島の人びとが,量 で計 られる世

界の市場経済や,わ けのわからぬ 「近代化」の波にさらされ,自 己の足場(ア イデン

ティティ)を 見つめ直そ うとしているときに,生 態学的研究が描きだす,「適応の戦

略」として構成された自然像だけでは,い ささか心許ないように思われ,か れらが足

場をみつめるための確かな素材,し か もできれば,か れらの創造性につながる自然を

さがしているだけである。それは,同 時に私の足場をもみつめなおす自然 となるもの

である。
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距離 静止(位置）)

水 平 上 方 下方

風 上 　 風下 　　　 脇

一pai　 -pun　 　-ngapa　 -ka　 　-gu

付録1-a　 マ ブヤ グ島における空間的位置お よび空 間的運動にかんす る指示語

話'者お よび 人 ・もの の運 動

(話 者 か らの 遠 心 的運 動)

水 平
.ド

→ .tlE→ ド

運動

　 話 者 中心 的運 動

オビ　　'じ・　　白勺　　運　　重力

状 態

上下方向

静 止 運 動

風 、上 　 　風 下 　 　脇

paipa　 -paupa　 -pa　 　・katka　 ・mu】ka

　　　　　　Copa)　 　　 〈kadaka)(muluka〕

水 平

(位置)

上 方 一ka

話者 からはな

れる運動 ・人

お よび物の運動

話者 に接近

する運動

話者 に平行

した運動

風 上 → 自 己 風 下 → 自 己 脇 → 自己

一palngapa　 　-punngapa　 　-ngapa

上 → 自 己 　 下 → 自 己

一kanagapa　 -gungapa

・kadaka(katka) ・kangapa

話者 に平行 した運動
水

脇 (ngapa) 一pa 一ngapa

風上

一kaki

水 平 上 下

風上 　　風 下　　　脇

paiki　 -punki-ngapaki-kaki-guki

　　　　　　　　　　　(-ki)

ki(ngapki)

平

風下

'pa1

一pun

下 方 ・gu

一palpa 一palngapa

・paupaCopa> 一punngapa

一paiki

一punki

・muluka(mulka) 一gungapa 1-guki

　　　　lnu

　　　 lna

i　 ipal

　　　　itha

kipa

kaiki

人称および指示代名詞の性 と数を しめす語幹

nu

na

pal

tha

男性 小 さな もの

女性 大 きな もの

単数

単数

両数

複数

　　　　se(S1}

　　　　(se}nu

　　　　(se}na

se　 　(se)pa1

　　　　(se)tha

　　　 Pl

　　　 Plnu

PI　 Plna

　　　 pipal

　　　 pitha

kai(kau)

*kizika(そ こか らこ こへ)=Kizipai(風 上 か らこ こへ)lKizipun(風 下 か ら こ こへ)

　Bal・:風 上 一 風 下 の ラ イン を横切 る運 動 を しめす 接 頭 辞

話 者 か らの距 離 感 を しめ す 語 幹

i・,kau,ki-,(kai・ 〉:こ こ 、 ～5.6m

se-.(se)nu,lse)na:そ こ 、(個 体 識 別が 可 能)

pi-:む こ う、 み え る が 、(個 体 識 別 が 不 可能)

kai・:ず っ とむ こ う、 み え な い

付録1-b空 間の区分お よび空 間運動 に関 する指示語 の構成



Kusiu　 kadaka　 thiai　Waur

　　　(水 く ら げ を 浜 に う ち あ げ る南 東 風)

Kusiu　 kuki(水 くら げ の 北 北 西 風)

Kuki　 maiu　 sizari(北 西 風 が 沖 合 の 海 上 に あ ら わ れ る)

Methakurab　 na　tharthai　 kukilaig　 anapi,

sena　 kuki　 kuik-aimi

　　　(メ タ ク ラ ブ ・ク キ ラ イ グ の 星 座 が あ ら わ れ る と き、

　　　 ク キ の 風 が は じま る)

Zugubau　 yawarau　 guub,　 jei　guub

　　　(タ ガ イ とカ ン グ の 星 座 の さ よ な ら の 風 、 南 風)

Tagain　 idi,　ngaral　 widhan　 dhaidam　 pagan

　　　(タ ガ イ座 の べ た 凪 、 魚 が 酔 っ た よ う に 水 面 に 浮 く)

Panipan　 yauman,　 kamat　 nathan

　　　(稲 妻 が 言 葉 を 交 わ し 合 い 、 雲 が 赤 黒 くな る)

Tagaiwal　 Kangwal　 pagauman,　 sapu　 laga　sizarai　 ari

　　 (タ ガ イ とカ ン グの 星 座 が 飛 び こ む 、

　　　 しぶ き を と もな っ た 島 に1i陸 す る雨)

Dhaudhai　 sibui　nanaman

　　 (ニ ュ ー ギ ニ ア の 顔 面 を 〈稲.妻 が 〉 打 ち つ け る)

Kangan　 idi,　wapi　 surui　 kaman-asin

　　 (カ ン グ座 の 凪 、 魚 の 内 臓 が あ つ く な る)

Laga　 sizarai　 ari(島 に 」=陸 す る 雨)

Kukian　 kaine　 gatha(ク キ の 最 初 の 大 引 潮)

Daruai　 daruai　 nudual　 kid　a　kidan　 thiaik

　　 (踊 りの 腰 蓑 の 舞 う よ う に 、 四 方 八 方 か ら

　　　投 げ 出 され る風 が 吹 く)

Zeian　 gabu　 gudh-aiimka　 nakatka

　　 (南 の つ め た い 風 が ふ く)

Soeulalau　 naigai　 pudhema(ス ー ラル の 北 風 が ふ く)

Ngazi　 ngazinga　 pidhar　 wiyaik　 kukian

　　 (ゆ っ く りゆ っ く り あ ゆ む 西 寄 りの 風)

Yara　 gubal(疾 風)

Waurau　 koei　 poeyai　 mina-asin

　　 (最 後 の ウ ウ ー ル の 大 風)

Tharapau　 nisau　 palai　ari

　　 (ヤ ム イ モ の つ る の 葉 を 出 させ る 雨)

Kau　 ari(こ ぬ か 雨)

Koei　 soeulal(ほ ん もの の ス ー ラ ル)

Birubiru　 palgin,　 soeula1

　　 (ビ ル ビル 鳥 が 渡 る、 ス ー ラ ル)

Gabu　 palai　ari　tharapka　 adhaika

　　 (ヤ ム イモ の 新 芽 を 出 させ る 雨)

Usal　 padal　 giami,　 sena　 soeulal　 kuik-aimi

　　 (ウ サ ー ル 座 が 丘 に昇 る、 ス ー ラ ル が は じ ま る)

〈Wapil　 mai　 soeulal>〈 ,魚を もた らす ス ー ラ ル 〉

Usal　 padai　 giami,　 Usal-kuki,

Baidamau　 buna　 waradan,　 zagan　 gudhal-adhi

(ウ サ ー ル 座 が 丘 の う え に昇 る 、 ウ サ ー ル の 西 の 風 、

　 バ イ ダ ム 座 が 浜 辺 に 接 し、 小 魚 が 海 面 に 口 先 を だ して い る)

〈Buna　 widhai　 idi,　zagan　 gudal　 adhi>

〈口先 を 接 し、 小 魚 が 口 先 を だ す 凪 〉

付録2　 マ　 ブ　 ヤ　 グ　 島　 の　 「とき」

Dogai　 kut-palgin.

　　　(ド ガ イの 星 座 が 海 か ら 飛 び あ が る)

Kireril　 kabutmin　 gubaka(羽 状 雲 が た な び く、 や が て 風)

Dogai　 lu-mathamai　 Waur

　　　(ド ガ イ の 背 を う つ 東 寄 りの 風 、 最 初 の ワ ウ ー ル)

Goiga-ur,　 Ukosar-ur　 kukinu

　　　(日 中 の 満 ち潮 、 ク キ の 季 節 の 二 番]の 大 引 潮)

Panipan　 iman　 naigaika　 gubaka(北 に 稲 妻 、 や が て 風)

Danangu　 garia-tharai　 guub(目 を そ む け 、 体 を よ じ る風)

Dogai　 goigaika　 imaumaka

　　　(ド ガ イ た ち が.太陽 と言 葉 を 交 わ す)

Berapuika　 nagai　 ari(家 の 屋 根 の こ ま い を な が め る 雨)

Danangu　 garia　 tharai　 guub　 mina　 asin

　　　(目 を そ らせ 、 身 体 を よ じ る 風 が お わ る)

Kupa-Kuki　 (ク パ の 実 を お とす 北 西 風,

Wanau　 kausa　 lupai　Waur(ワ ナ の 花 を ゆ らす 東寄 りの 風)

Waur　 kamat　 nathan(南 東 の 空 の 雲 が 赤 くそ ま る)

Gubaginga,　 Birubiru(Pepe)kunia　 thidhi　 Dhaudhaika

　　 (無 風 、 ビル ビ ル 鳥 が ニ ュ ー ギ ニ ア へ 帰 る)

Pep　 Ugu(ベ ア の 濁 り潮)

Kusau　 pauthai　 Waur(川 の 口 を 閉 じ る 東 寄 りの 風)

Kek　 pudhi,　 naigai　 aril　murarai

　　 (ケ ク星 が 落 ち 、 北 か らの 大 雨 、 ク キ の 最 後 の 大 雨)

Thartai　 Jeinge　 pagaik　 keken　 kakuruia

　　 (風 が か わ り、 南 風 が ケ ク の 星 の ドを 突 きぬ け る)

Usal　 awaru　 iudi,　koei　arilnga

　　 (ウ サ ー ル の 星 座 が 水 面 に 映 り、 大 雨 ♪

Kek　 Baudharia　 thaian

　　 (ケ ク の 星 が[南 東 風 に お さ れ て]

　　　バ ウ ダル の 丘 の う え に 飛 び あ が る)

Sazi　 Waur(南 東 寄 りの 大 風)

Keken　 Damu　 thoeraka　 mathaman

　　 (ケ ク の星 が ダ ム の 尾 根 を蹴 っ た)

Keken　 idi,　Keken-kuki

　　 (ケ クの 星 の 凪 、 ケ ク の 星 の 西 寄 り の 風)

Usal　 pudhi(ウ サ ー ル の 星 座 が 落 ち る)

Gil　thaian(ギ ル の 星 が 飛 び あ が る)

Baidam　 muk　 pulalan

　　 (バ イ ダ ム 座 の 口 先 が あ ら わ れ よ う と す る)

〈Baidam　 muk　 pulalai　idi>(バ イ ダム 座 つ 口 先 の 凪)

Baidamau　 tugua,　 Baidamau　 buna　 war　 adhan

　　 (バ イ ダ ム 座 の.大干 潮 、 バ イ ダ ム 座 の 口 先 が

　　　砂 浜 に 上 陸 す る)

〈Baidam　 gata　 widhai　 idi>

　 〈バ イ ダム 座 が サ ン ゴ礁 に 上 陸 す る 凪>

Gil　pudhi,　 gil　guub,　 koei　arilnga

　　 (ギ ル の 星 が 落 ち る 、 ギ ル の 凪 、 大 雨)

Ubarau　 Jei(ウ バ ー ル の 実 の 南 風)

Baidam　 muluka　 naniti,　koei　 gubalnga,　 koei　 arilnga

　　 (バ イ ダム 座 が 逆 さ に 立 つ 、 大 風 、 大 雨)


