
Greetings of the Fulbe of Northern Cameroon

言語: jpn

出版者: 

公開日: 2010-02-16

キーワード (Ja): 

キーワード (En): 

作成者: 江口, 一久

メールアドレス: 

所属: 

メタデータ

https://doi.org/10.15021/00004239URL



江 ロ　 カメル ーン北 部 ・フルベ族 の挨拶 の言語表現

カ メル ー ン北 部 ・フル ベ族 の挨 拶 の言 語 表 現

江 ロ ー 久*

Greetings of the Fulbe of Northern Cameroon

Paul K.  Eoucsn

   The purpose of this paper is to report Fulbe greetings heard in 
Diamare, Northern Cameroon, focusing the description on the for-
mulaic expressions and non-verbal elements which accompany verbal ex-

pressions. 
   First, the motive of greetings is explained in terms of the sense of 

shame  (semteende), and other components of Fulbeness  (pulaaku). 

   In the highly hierarchized Fulbe society social inferiors initiate 

greetings to superiors. The main factors which determine the hierarchy 
are: age, lineage, gender, Islamic activity, and wealth. 

   Greetings are exchanged in various places, such as the front of the 
house, vestibule, shaded area, room, and so on. The place of greeting is 
an indicator of the degree of intimacy between the two speakers. The 
more private the space, the more intimate is the relationship between two 
speakers. 

   In principle greetings are exchanged by two speakers. The greetings 
are chosen according to time, climate, space, length of time since the last 
meeting of the speakers, and the relationship between the speakers. 

   Greeting behavior is considered to be ritual, because people repeat 
the same procedure, and the greetings are formulaic. Even if one ex-
changes news in greetings, the responses do not necessarily reflect reality. 
They say only jam  'peace', even if they actually have troubles. Real 
news is exchanged after the greetings. 

   An ordinary greeting consists of four phases: 1) introductory 

phase, which begins with meeting and blessing each other, 2) ex-
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change of news, 3) leave-taking, and 4) blessing each other. 

Assalaamu aleykum opens the introductory part. Allah's blessings 

follow the introduction. One asks the jam of the counterpart. Always 

jam is included in the answer. When one expresses leave-taking, both of 
them bless each other. 

   Since the Fulbe have been living with other ethnic groups for a long 

time in Western Sudan, they have borrowed many greeting expressions 
from other ethnic groups. The verbs hoofn- and saan-, meaning  'to 

greet' in Fulfulde of northern Cameroon, are possibly derived from Zer-
ma and Hausa respectively.

0.は じめ に

1.フ ル ベ族 の社 会 の 伝 統 的 考 え 方 と挨 拶

　 　行 動

2.だ れ が だ れ に 挨 拶 を は じめ る か

　 2.1.年 齢,世 代差 に よる上 下 関 係

　 2.2.男 性 と女 性

　 2.3.支 配 者 と非支 配 者

　 2.4.イ ス ラ ム教 に お け る上 下 関 係

　 2.5.貧 富 の 差

　 2.6.現 地 の 人 と外 来 者

3.ど こ で挨 拶 をす るか

　 3.1.「 門 前(yolnde)」

　 3.2.出 入 口の 小屋(zawleeru)

　 3.3.日 除 け(danki)

　 3.4.居 室(suudu)

4.挨 拶 の 距 離 と身 ぶ り

　 4.1.挨 拶 す る両者 の関 係 の上 下

　 4.2.身 ぶ りと し ぐさ

e　　　檣 十巛A萱 覿 室 τ日

　 5.1.で あ い頭 か ら相 手 の祝 福 にい た る

　 　 　 部 分

　 　 5.1.1.「 ア ッサ ラ ー ム ・ア レイ ク ム」

　 　 5.1.2.相 手 に 接 近 す る ときの 「ア ッ

　 　 　 　 　 サ ラ ー ム ・ア レイ ク ム」

　 　 5.1.3.仕 事 を して い る人 に接 近 す る

　 　 　 　 　 とき の こ とぽ

　 　 5.1.4.で あ い頭 の祝 福

　 5.2.儀 礼 的 ニ ュー ス の交 換

　 　 5。2.1.相 手 自身,相 手 の 家 族,な ど

　 　 　 　 　 の平 安 に関 す る問 い

　 　 5.2.2.時 にあ わ せ た 挨 拶

　 5.3.別 れ の文 句

　 5.4.別 れ 際 の 相手 の祝 福

6.挨 拶 表 現 の こ とぽ遊 び

7.お わ りに

　 7.1.借 用語 と異部 族 との共 生

　 7.2.社 会 変 化 と挨 拶

　 7.3.キ ネ シ クス の可 能 性

0.は じ め に

　 挨 拶 とい う もの は,さ りげ な くか わ さて い る よ うで あ っ て も,そ の 形 式,性 質,機

能,そ の象 徴 性 な どにつ いて は,さ ま ざ まな議 論 を よぶ も の で,そ う簡 単 に あ つ か え

る た ぐ い の も の で は な い 【GOFFMANN　 1967;LAVER　 1981;GooDY　 l　972;FIRTH
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1972]o

　挨拶は,社 会生活を円滑におこなってい くために,た いせつなエチケットの一つで

ある。エチケッ トの基本は,適 当なときに,適 当な行動をとり,相 手の礼を損なわな

いということである。

　挨拶を贈与 とのアナロジーで考えることもできる。なぜなら,直 接的,間 接的に,

相手にたいす る挨拶には,返 礼が期待されているからである。強者の庇護を うけな く

てはならない,社 会的弱者にとっては,身 分の うえのものにたいする挨拶の返礼に,

生活がかかっていることもある。

　挨拶は,口 か らでることばだけでなく,目,頭,手,足,胴 体などの身体の動き,

着ている服装などをもってあらわされる。だから,挨 拶行動全体の研究は,た いへん

広範囲にわたる。

　高度に通信の発達 した有文字社会では,対 面してかわす以外の挨拶あるが,無 文字

社会においては,大 部分の挨拶は,対 面による挨拶である。

　本稿では,東 方方言をはなすカメルーン北部のフルベ族の挨拶行動のうち,対 面に

よる,二 者のであいのときと別れのときにかわされる紋切 り型の言語表現を中心とす

るものにかぎり,記 述考察をおこないたいとおもう。なお,本 稿のもとになる資料は,

すべて筆者の1969年 から1992年 までにわたる,東 方方言のはなされるディアマレ地方

の最大の街マルアを中心 とする民族学的参与調査,き きとりなどにもとつ く1)0

　本論にはいるまxに,フ ルベ族の挨拶Y'関 する先行研究とその問題点についてのべ

ておこう。

　 フルベ族の挨拶についていままで唯一 といえる論文を書いた,ラ バチュは,フ ルベ

族の挨拶を,序 言,す なわち,も てなしのとき,中 心的な部分,す なわち,ニ ュース

の交換,結 論,す なわち,い とまごいの三部分にわけて,マ リ,ニ ジェール,カ メルー

ンの諸方言の例をあげて考察 し,フ ルベ族の挨拶は,宗 教的にも,社 会的にも,心 理

的にも,生 命的行為であると結論づけている 【LABATUT　 1989】。本稿では,ラ バチュ

による挨拶の三部分の考え方を基本的には継承 しフルフルデ語の挨拶に関するタクソ

ノミーについて吟味 し,北 部カメルーンの東方方言における挨拶の言語表現の記述を

試みた。 しかしながら,ラ バチュの論文は,そ の発想はおもしろいが,ど の方言圏に

1)　 カメルー ン北 部の フル フルデ語は,お お き くわけ ると,マ ル アを中心 とす るデ ィアマ レ方

　言(fuunaangeere)と,ガ ル アとガ ウンデ レを中心 と してはな され てい る西方方言(hiir-
naangeere)の 二つが ある。 前者は,伝 統的 な形 を維持 している方 言 と考え られ ている。 前

　者の話手 たちに よると,後 者 は,た いへん崩れた形を してい ると考え られてい る。なお,後

　者 は,ナ イジ ェリアの ヨーラで もは なされてい る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　491
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お い て も,精 密 な 記 述 に も とつ く資 料 を も っ て い なか った の で,各 方 言 か らの例 を恣

意 的 に 論 文 に ち りぽ め る だ け に な って しま っ て い る。

　 ア ー ノ ッ ト 【ARNOTT　 l971】 は,西 方 方 言 のは な され る地 域 の西 の ゴ ンベ地 方 のイ

ブ ラ ヒー ム ・ジ ャ ッロ ・ワジ リに よっ て書 か れ た,学 校 に 子 ど もを あず け よ う とす る

父 親 と コ ー ラ ン学 校 の先 生 との会 話 の例 に 詳 しい 注 を つ け て お り,そ の なか に い くつ

か の 挨 拶 例 が で て くる。 この挨 拶 は,形 態 的 に 複 雑 で,本 稿 の例 に よ く似 て い るが,

この 論 文 か ら,ゴ ンベ地 方 の挨 拶 の全 体 を 知 る こ とは で きな い。

　 西 方 方 言 よ りず っ と 西 の ソ コ ト(Sokoto)方 言 を 記 述 した,ヴ ェ ス テ ル マ ン

[WESTERMANN　 1909】 と西 方 方言 を あ つか った ク リ'ゲ ンヘ ーベ ン 【KLINGENHEBEN

1963】 は と もに,現 地 をふ まず して,イ ン フ ォ ーマ ン トを使 っ て研 究 を お こな い,文

法 書 を 書 き,そ の なか で,挨 拶 に つ い て 簡 単 に 述 べ て い る にす ぎず,そ の 内 容 は,と

ぼ しい。

　 ノ ワ 【NOYE　 19741はJテ イ ラ ー 【TAYLOR　 l9531の 記 述 を 参 考 に し,東 方 方 言 の

挨 拶 の 言語 表 現 の紋 切 り型(formules)を 実 用 目的 のた め に そ の 簡 単 な使 用条 件 と と

もに記 述 して い る。

　 本稿 で は,ノ ワ,テ イ ラ ー,ス テ ンネ ス[STENNESS　 1969】 の と りあ げ な か った,

不十 分 で は あ って も,非 言 語 的 要 素 に つ い て紙 面 を さいた ば か りで は な く,紋 切 り型

の例 の充 実 を はか り,挨 拶 に つ い て の 民 族学 的記 述 の枠 組 み を つ くった が,各 地 方 に

お け る挨 拶 の体 系 は,こ れ か らの 課 題 で あ る。

1.フ ルベ族 の社会 の伝統的考 え方 と挨拶行動

　 カ メル ー ン北 部 の フ ル ベ 族 は,礼 儀 正 し さ(ladabu),忍 耐 強 さ(munya1),恥

(semteende),人 間 ら し さ(neddaaku),立 派 さ(daraja),イ ス ラ ム教 徒 ら し さ

(juulndamku),勇 敢 さ(ngoru),愛(endam),も の 惜 しみ を しな い こ と(caahu),

自 由(ndimaaku)な ど の 要 素 な ど に よ っ て 構 成 さ れ て い る,「 フ ル ベ ら し さ

(pulaaku)」 とい う考 え 方 を もつ(VerEecke【1988】 参 照)。

　 挨 拶 を す る とい うこ とは,こ れ らのす べ て の観 点 か ら 「フル ベ ら し さ」 を満 足 す べ

く,か つ,そ れ が 「道 に か な った こ と(doole)」 と して,お こなわ れ て い る と考 え ら

れ る。

　 エチ ケ ッ トを して の 挨 拶 は,ladabuと い う考 え か らお こな わ れ る。　ladabuに は,

礼 儀,丁 寧 さ,遠 慮,遠 回 しの表 現 な どの意 味 を もつ。ladabnに は,こ とば 遣 い だ
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け で な く,身 の動 か しか た,し ぐさ,目 の お きぽ,相 手 と距 離 を と る こ とな どに よ っ

て,表 現 され る。 だ か ら,1adabuは,相 手 の 「顔 」 に プ ラス の働 きをす る と考 え ら

れ る。

　 こち らが,ladabuに した が うた め に,身 を 低 く して,相 手 を ひた す ら高 め る と き

に 起 こ る不 満 な気 持 ち は,忍 耐 強 さ(munyal)で も って 堪 え忍 ば れ る。 した が っ て,

モ ラル のた め に,munya1は,適 当 な コ ン トロー ル を あた え て い る と もい え る。 か れ

らの忍 耐 の限 界 は,相 手 の 母 親 に 関 す る悪 態 を 口にす る とこ ろで お わ る とい うこ とに

な って い る。 これ が,フ ル ベ ら し さの一 つ にこな って い る こ とは,か れ らが,多 くの異

民族 の なか で 生 活 して きた こ と と も関 係 が あ るだ ろ う。

　 フル ベ族 は,自 分 の感 情 を 直 接 あ らわ す こ とは,恥 ず か しい こ と と考 え て お り,相

手 との直 接 の衝 突 を き ら う。 だ か ら,相 手 とは,意 見 が あわ なか った り,き ら って い

て も,相 手 にそ の よ うな 感 情 を 直 接 あ らわ さ な い の が普 通 で あ る。 デ ィ アマ レ方 言 で

は,腹 の な か で お も っ て い る こ と を,直 接,口 や 顔 色 に あ らわ さ な い こ と を,

Yillagaakuと よぶ2)0こ の よ うな理 由 か らも,フ ル ベ族 の挨 拶 もた い へ ん儀 礼 的 な も

の であ る と い うこ とが わ か る。

　 semteendeは,自 分 が 相 手 よ り身 分 が低 い な ら,自 分 か ら挨 拶 を しな い とい け な い

し,自 分 が 相 手 よ り身 分 が 高 い な ら,相 手か ら挨 拶 を され ない と,相 手 と 自分 の身 分

関係 の肯 定 が な され て い な い わ け な の で,内 心 こ こ ろお だ や か な らな い気 持 ち を起 こ

させ る。 こ のsemteendeは,挨 拶行 動 の モ テ ィ ヴ ェー シ ョ ンとい う意 味 か ら,他 の要

素 よ りもず っ と重 要 で あ る と考 え て よい。 人 々は,自 分 の顔 を失 わ な い よ うに行 動 す

る し,相 手 の顔 を た て る よ うに 注 意 を は ら う。 顔 を 失 っ た ら,た いへ ん恥 ず か しい

(cemtu(fum)こ とに な る。 こ こ で,注 意 して お きた い こ とは,実 際 に は,相 手 を ど

うお もって い るか よ りも,習 慣 上 要 求 され て い る,儀 礼 的 挨 拶 行動 を相 手 に対 して と

らな い こ とが,恥 ず か しい こ とな の だ。 通 過 儀 礼 な ど にお いて は,第 三 者 の 目 も気 に

しな くては な らな い 。 葬式 の お りな ど,お 悔 や み に いか なけ れ ば相 手 とそ こに い る家

族,町 内,村 内 な どの 人hyr恥 ず か しい とい う理 由 で でか け て い く こ とが,は なは だ

多 い。

　 また,同 じよ うな 理 由で,人 々は,い か に して,相 手 に 卑 しめ られ な い よ うに,人

々に接 す るか を 考 え る。 だ か ら,た とx,屋 敷 内で 仕 事 中,上 半 身 が裸 で あ って も,

外 出 の とき に,で き るだ け着 飾 っ て い こ うと した り,伝 統 的 首 長(laamiido,　 laamdo)

2)Yillagaと は,氏 族名 で,と くに この氏族 は,感 情 を表 にあ らわ さない とされてい るか ら

　 である。
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や,地 方 長 官 な どの前 に で る と きに は,人 々は,も っ と も よい 着物 を きて でか け る の

もそ の た めだ 。

　 今 日,フ ル ベ族 の社 会 に は,王(laamdo,　 laamiido)が い て,王 は,一 般 人 よ りも

身分 が 高 い こ とに な って い る。 しか しなが ら,か れ らの うち に は,自 由人 の フル ベ 族

は,自 由 であ る とい う気 持 ち を ひ め て お り,自 由人 の あ い だ で は,お た が い対 等 に あ

つ か うこ と,す な わ ち,人 間 ら しさ(neddaaku)が,大 切 に され る。 これ は,イ ス

ラ ム教 徒 の あ いだ に あ る,お た が い の平 等 観 ともつ な が りが あ る。 お そ ら く,こ の イ

ス ラ ムの伝 統 とあい ま って,人 間 ら し くあつ か わ れ る こ とを 期待 して い る。 も しこれ

が,守 られ な い な らぽ,あ るい は,挑 戦 を うけ る と,伝 統 的 に は,し ぽ しば,死 ぬ こ

とを もおそ れ な いで,勇 敢 に た た か う ことが,期 待 され て い る。

　 目上 の人 が,第 三 者 のみ て い る と ころ で 適 当 な挨 拶 を うけ る こ とは,光 栄 な こ と

(daraj　a)で あ る。 こ の挨 拶 に た い して は,贈 り物(gooro<「 コー ラの 核 」),施 し も

の(sadaka<ア ラ ビア語 ＄adaqa<ヘ ブ ライ 語 爭。daqah)な ど の形 で 返 礼 す る こ とが,

期 待 され て い る。 こ の と き,だ し惜 しみ を しな い(caahu)の が,フ ル ベ ら しさの よ

い と ころ と考 え られ て い る。 これ は,一 般 の 人 々の あ い だ で も,お な じこ とで あ る。

2.だ れが だれに挨拶 をは じめ るか

　 一 般 に,目 下 の もの が,目 上 の もの に,あ る いは,身 分 が 低 い もの が,高 い もの に,

社 会 的 ヒエ ラル キ ーの 低 い もの か ら,高 い もの に,挨 拶 を は じめ る こ とに な って い る。

　 また,伝 統 的 首 長 な どが,グ リオ(bammbaado/wammbaa6e)な ど の 口を とお し

て一 般 人 に,あ るい は,グ リオが,聴 衆 に,「 わ た しは,み な さん に挨 拶 して い ます

(Mi　 saani　 on　 fuu)」 とい うば あ い,こ の挨 拶 は,一 対 多 で あ る。また,数 人 が 同時 に,

伝 統 的 首 長 な どの 高 位 に あ る もの に,挨 拶 す る こ とが あ る。 これ は,多 対 一 と もい え

る。 しか しな が ら,こ の よ うな こ とは,い わ ば 例 外 で,普 通,挨 拶 は,相 手 の 面 前 で

一 対 一 で お こな わ れ る
。

　 二 人 の 話 者 の 上 下 関 係 を決 定 す る の に重 要 な 役 割 を は た す,年 齢,世 代,イ ス ラ ム

教,社 会 階 層,性 別,貧 富 の差 な ど上 下 関 係 を 決 定 す る要 素 の 内 容 を み てみ よ う。

　 実 際 にごは,こ れ らの要 素 が か らみ あ っ てい るの と,本 人 の意 図次 第 で どち らが さ き

に挨 拶 を は じめ るか は,予 測 が つ き に くいば あ い が 多 くあ る。
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2.1.年 齢,世 代 差 に よる上 下 関係

　 親 族 内で は,冗 談 関 係(dendootirgo)が あ る交 差 イ トコ(den(firaawo/dendiraa6e)

の あ いだ 以 外 は,年 齢 の うえ の もの,う え の世 代 に あ る もの に は,話 者 は,相 手 を,

そ の名 で よび つ け に す る こ とが で きな い。 かれ は,相 手 を 自分 に と って だ れ に 当 た る

か とい うこ とを しめす 尊 称(soomoore),あ る い は,タ イ トル名 とい え る もの で相 手

を よぽ なけ れ ぽ な らな い 。 逆 に,話 者 は,自 分 よ り年 齢 の低 い,し た の 世 代 に あ る人

に は,そ の名 で よび つ け に す る こ とが で き る。 よびつ け に され る人 は,よ び つ け を す

る人 の 目下 で あ る と い うこ とが で き る。

　 た とえば,あ る人 の名 前 が,Hammaduで あ る場 合,そ の父 親 は,自 分 の子 ど もを

Hammaduと よび,　Hammaduは,自 分 の父 親 を,　baaba　 r父 」 と よぶ。

　 フル フル デ語 の親 族 名 称 の 内,deerdiraawoは,父 を 同 じ くす る兄 弟 お よび,平 行

イ トコを しめす が,か れ らの あ いだ では,年 上 の 人 に は,soomooreを 使 わ な くて は

な らな い。

　 親 族 外 で は,親 族 内 の上 下 関係 の類 推 が は た ら き,親 族 内 に そ の 人 を お けば,自 分

が そ の 人 に と って どの よ うな位 置 に あ るか を判 断 し,soomooreを 使 うか ど うか きめ

る(江 口 【1985】参 照)。

2.2.男 性 と女性

　女性は,男 性に挨拶をは じめることになっている。けれども,女 性が,支 配者の妻

や母などであるばあいには,男 性でもその女性に挨拶をは じめなけれぽならない。

2.3.支 配 者 と非 支配 者

　 身 分 差 と い うの は,伝 統 的 首 長 な どで 代 表 され る伝 統 的 支 配 者(sarawta)と 一 般

者(talaka)の 成 員 ど う しが で あ った ら,一 般 人 が,支 配 階 級 に挨 拶 を は じめ る。 自

由 人(dimo)と そ の 奴 隷(maccudo)の ぼ あ い に は,奴 隷 は,主 人 に 挨 拶 を は じめ

な けれ ば な らな い。 け れ ど も,自 分 の 主 人 以 外 の 人 に は,そ のか ぎ りでは な い。

　 独 立 後 に で きた さ ま ざ ま の レベ ル の 役 所 の 長 な ど も,一 般 の人 よ りも うえに あ る人

とみ られ て お り,挨 拶 を うけ る側 に あ る。 また,商 店 主,ガ レー ジ の も ち主,市 場 の

店 を も って い る人,そ の他 の雇 主 は,jaagordoと よばれ,挨 拶 を うけ る側 に あ る。
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2.4.イ ス ラム教 にお け る上 下関 係

　 イ ス ラ ム教 は,い くつか の タ イ トル を つ く りだ した 。 王(laamdo,　 laamiido)は,

聖 戦 を し,イ ス ラ ム教 徒 の住 む 国 をつ く りあ げ た 人 々の 末裔 で あ る とい う意 味 で,イ

ス ラ ム教 徒 の庇 護 者 で あ る の で,王 は,イ ス ラ ム教 の タイ トル で あ る と も考え られ る

が,今 日,人 々は,王 を世 俗 的 タイ トル と して み て い る。

　 イ ス ラム教 徒 た ち は,各 居 住 地 区(fattude/pattule)に モ ス ク(j　uulirde),コ ー ラ

ン学校 を も って い るが,こ の両 施 設 の 役 職 者 に 敬 意 を は ら う。 この役 職 者 とは,モ ス

クで,五 回 の祈 りの時 間 を知 らせ る係 りのladan,祈 りを先 導 す る役 目の1iman,コ ー

ラ ン学校 で教 鞭 を と るmallumな どで あ る。 コ ー ラ ン学校 を卒 業 した人 た ち は,一 応

mallumを よぶ こ と も可 能 だ け れ ど も,教 鞭 を と って い るmallumほ どの尊 敬 を うけ

る こ とは な い。 コー ラ ン学 校 の先 生 に さ らに難 しい こ とを 教 え る教 師 は,moodibbo

を よぼ れ,イ ス ラ ム教 育 の頂 点 にた つ 。moodibboは,各 王 国 に い る イ ス ラム法 に よ

る裁 判 官(alkaah)を か ね る こ とが 多 い。 これ らの イ ス ラム教 の タ イ トルを もつ 人 々

は,生 徒 や,一 般 の人 々 の,挨 拶 を うけ る側 に あ る。

　 聖 地 巡 礼 を 済 ませ た 人(男 性 は,alhaji,女 性 は,　hajj　a)は,ま だ メ ッカに 巡 礼 に

い って い な い人 た ちか ら挨 拶 を うけ る こ とに な って い る。 足 で メ ッカ に い っ て きた 人

hは,た いへ ん尊 敬 され て いて,男 女 と も挨 拶 を うけ る側 に あ る。 け れ ど も,最 近,

航 空機 で簡 単 に メ ッカ参 りを した 人 は,あ ま り尊 敬 され て い な い の で,そ の肩 書 きは,

無 視 され る傾 向 に あ る。

2.5.貧 富 の 差

　 富 ん だ人 々 は,財 産 の な い 一 般 の 人hの 挨 拶 を うけ る。挨 拶 を さ きに され た もの は,

挨 拶 を した 人 よ りも金 持 ち とみ な され て い るわ け だ か ら,挨 拶 を は じめ た 人 に喜 捨

(sadaka)を す る こ とが 期 待 され てい る。 しぼ しぼ,貧 しい人 は,富 ん で い る人 が,

施 し もの を して くれ る ま で,そ の 人 の まえ を離 れ な い。 こ う して,富 は,豊 か な人 か

ら,貧 しい人 の とこ ろに 流 れ る。 貧 しい 人 が 自分 よ り上 位 に い る人 の とこ ろに い って

そ こで,じ っ とは べ って い る こ とを フル ベ 族 は,faadaago　 と よぶ 。 富 者 が 貧 者 に施

し もの を しな い こ とは,恥 ず か しい こ と(cemtudum)と され る。 しか しな が ら,同

時 に無 制 限 に 人 か らの 喜 捨 を うけ る こ とは,恥 ず か しい こ と とされ る。

　 商 人 は,自 分 の客 にた い し,挨 拶 を は じめ る。 客 が商 人 に率 先 して挨 拶 した 場 合 に

は,商 人 はそ の客 に値 引 きを す る こ とが期 待 され て い る。
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　 自分 とお な じ く らい の社 会 的 地 位 に あ る人 は,自 分 か ら率 先 して,挨 拶 を 開始 す る

か,挨 拶 を うけ る側 に た つ か を 決 定 す る。 相 手 か らの恩 恵 を 期 待 す るぽ あ い に は,率

先 して挨 拶 をす べ き であ る。 恩 恵 を あ た え るの がや っか い なば あ い に は,下 手 に で る

とい うわ け で あ る。

　 人hに お 世 辞 を い っ て,生 計 を た て て い る,職 業 的 芸 人(bammbaado/wamm-

baa6e)た ち は,ほ とん どのば あ い,挨 拶 を 率 先 してお こ な い,相 手 に,下 手 に で る

機 会 を あ た え な い。 こ う してか れ らは,報 酬 を手 に いれ る。

　 2.6.現 地 の 人 と外 来 者

　 一 般 的 にこ,外 来 者(kodo/hod6e)は,現 地 の 人 々 には,敬 意 を は ら う こ とに な っ

てい る。 外来 者 は,訪 問先 の長,有 力 者 な どの と ころ を 訪 問 し,挨 拶 す る こ とが,期

待 され て い る。 この訪 問者 が,め だ って上 位 に あ るば あ い は,地 元 の もの が,挨 拶 に

くるの が,原 則 で あ る。

3.ど こで挨拶をす るか

　挨拶は,ど んな場所でも可能であるが,挨 拶のおこなわれる場所の うち,も っとも

大切な次の四ヵ所についてのべておこう。

　 3.1.　 「門 前(yolnde)」

　yolndeと は,屋 敷 の入 り口 で,普 通,道 路 に面 した と ころ で,フ ル ベ 族 の屋 敷 に

は,門 は な い が,こ れ は,い わ ぽ,「 門 前 」 と もい え る場 所 で あ り,挨 拶 を か わ す重

要 な場 所 とな る。

　 フル ベ族 の 男 た ち は,と くに屋 敷 内に 用 の な い ぽ あ い,自 分 の,あ る いは,近 所 の

屋 敷 のyolndeに す わ った り,横 に な った りして,時 をす ごす 。 多 くの人 々は,そ こ

で 夕 食 を と もに す る。 同様 に,伝 統 的 首 長 も,臣 下 と と もに,王 宮 の まえ のyolnde

に す わ って,時 を す ごす。 商 人 た ち も客 のな い と き,店 の外 な い しは,は い った と こ

ろに,椅 子 な ど を お い てす わ って い る。 これ も,yolndeに ち か い 場所 で あ る とい え

る。

　 職 人 の 多 くは,yolndeも し くは,　yolndeに つ くられ た,日 覆 い(danki)で 仕 事 を

す る。

　 イ ス ラム教 の コ ー ラ ン学 校 の先 生 た ち のほ とん どは,こ のyolndeで 学 生,生 徒 た
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ち に教 え る。 も っ と も,yolndeに 場 所 が な い先 生 た ち は,入 り 口の間(zawleeru)で,

教鞭 を とる。

　 一 般 に,訪 問 者 が 他 人 の屋 敷(saare)を お とず れ る と きT入 り口(yolnde)で,

履 き もの を とる こ とが 多 い 。 た とえ,相 手 の屋 敷 の な かY'は い っ て も,も うす こ しで

面 会 す る人 の 目に と ま る ま えあ た りに,履 き もの を ぬ ぐ。 相 手 の 居 室(suudu)の な

か に は い る と きに は,む ろん か な らず,履 き もの を と らな くては な ら ない 。 履 き もの

は,履 き もの の先 端 を 家 の 内 部 に む け た形 で ぬ ぎ お かれ る。

3.2.出 入 口 の 小 屋(zawleeru)

zawleeruと は,屋 敷 の 入 り口に あ る小屋 の こ とで,重 要 な空 間 で あ る。 ふ つ う,屋

敷 の 出入 りは,こ こか らお こな わ れ る。zawleeruは,雨 が 降 った り,太 陽 の 日差 し

が きつ い と き の,休 息 場 所 で もあ る。 また,zawleeruは,外 部 か らや っ て き た 人 の

接 客 空 間 で もあ る。 旅 人 あ るい は,見 知 らぬ 人,あ る い は,疎 遠 な人 が や って きた と

き,主 人 がyolndeに い る な ら,ま ず は,そ こで1簡 単 な挨 拶 を し,　zawleeruに 相 手

を 導 き入 れ,も う一 度 挨 拶 を しな お す 。

　 一家 の主(jawmu　 saaxe)が,屋 敷 の 奥 に い るぽ あ い,訪 問 者 は,　zawleeruの 外 で,

来 意 を つ げ る。 一 家 の主 人 は,相 手 をzawleeruに 引 き入れ,挨 拶 をか わ す 。

3.3.日 除 け(danki)

　屋 敷 の 中心 部 に は,普 通,dankiと よば れ る,日 除 け がつ くられ てお り,こ の 日除

け部 分 に は,飲 み 水 のは い った,瓶 な ど もお かれ て い る。 一 家 の者 に と って か な り親

しみ を もた れ て い る 人 は,yolndeか ら,来 意 を つ げ,あ るい は,省 略 して,こ の

dankiの と ころ まで直 接 や って くる。 そ う して,家 の者 と,来 訪 者 は,　dankiで 挨 拶

を す る。

3.4.居 室(suudu)

　一般にフルベ族は,主 人,そ の妻は,そ れぞれ居室をもってお り,居 室を休息,睡

眠の場所だと考えている。

　自分にとって親 しい同性の人が,や って くると,し ばしば,自 分の居室まで導きい

れ,挨 拶をかわす。ただ し,一 世代離れた者,す なわち,祖 父,祖 母と孫の関係に相

当するようなものの訪問の際は,性 の区別は,厳 密ではない。

　 したがって,相 手 との親 しさという観点からみれば,家 の周辺では,居 室,日 除け,
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出入 口の小屋,「 門前」の順に挨拶をする場所がえらばれるといえる。

4.挨 拶 の距離 と身ぶ り

4.1.挨 拶す る両者 の関係の上下

　挨拶をする二人のあいだの距離は,身 分の差異がおおきけれぽ,お おきいほど長 く

なる。また,二 人の関係の親疎は,そ の二人のあいだの距離であらわされる。伝統的

首長 と挨拶するときは,側 近のもの以外は,伝 統的首長 と数メー トルの距離をおくの

が普通である。身分の差がほとんどないもののあいだでも,握 手のあと,数 十センチ

の距離をおいて挨拶する。

　親しい人 どうしでは,長 いあいだあっていないときなど,右 前腕を相手の方のうえ,

左前腕を相手の腕のしたに回 し,抱 きあ うことがある。

　伝統的首長のまえでは,人 々は,帽 子をぬいで,挨 拶をする。ここは,一 般の人の

挨拶とは違 う。一般人 どうしの挨拶の際には,帽 子をとらなくてよい。

4.2.身 ぶ り と し ぐ さ

　 伝 統 的 首 長 に こ とぽ に よる挨 拶 をす る とき,挨 拶 を す る人 は,帽 子 を と り,貫 頭 衣

(dawrawol,　 ngapalewol)の 袖 に あた る とこ ろを,両 腕 で 抱 きかか え る よ うに し,膝

まづ き,地 面 に 目を や り,直 接,伝 統 的 首 長 の 目を み な い よ うにす る。 そ う して,身

体 上 部 を 上 下 に ふ りな が ら挨 拶 す る。 伝 統 的 首 長 は,軽 く頭 を ふ り挨 拶 を うけ る。 道

ば た,市 場 な ど,身 分 差 の な い もの ど う しが,挨 拶 す る場 合 は,立 った まま の姿 勢 で

(dardarnde)双 方 向か い あ い,相 手 の 顔 を み な が らお こなわ れ る。

　 ゴザ,砂 の うえ な どで は,正 座 を くず した形 です わ り,挨 拶 を す る。 女性 が,男 性

に挨 拶 す る ときに は,こ の 姿勢 で 相 手 の顔 を み な い。

　 葬 式 の挨 拶 をす る ときに,ま れ に,女 性 は,悔 や み を い う人 の ちか くまで い く と,

地 面 に声 を あげ なが ら,両 手 を 地 面 に つ き,倒 れ る こ とが あ る。

　 一方 が,車 の な か に い る と き とか,馬 に乗 って,い そ い で 通 りす ぎ よ う とす る と き,

双 方 は,肘 を90°ほ ど うえ に あ げ,も し くは,ま っす ぐに の ぼ し,手 を ふ る。

　 女 性 が,男 性 に 挨 拶 す る と きに は,地 面 に 膝 を つ き,相 手 の 顔 を み な い よ うに して,

目上 の もの か ら順 位 に,一 人 一 人 に 挨 拶 す る。

　 一 般 に,男 は,相 手 の 目の ま えで,Assalaamu　 aleykumと い う ときに は,前 腕 をか
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る く90°ほ どあ げ る 。 男 た ち は,挨 拶 の とき に,握 手 を す る。 握 手 は,右 手 で お こな

わ れ る。 手 は,軽 くに ぎ るだ け であ る。 また,握 手 は,口 に よる祝 福 が そxら れ る。

女 は,よ ほ ど親 しい人 ど う しで ない と,握 手 を しな い。

5.挨 拶 の言語表現

　 二 者 の で あ いか ら別 れ まで の挨 拶 の言 語 表 現 に関 係 す る こ とば と して,フ ル ベ族 は,

silminaago,　 barkidingo,　 hoofnugo,　 saango,　usgo,　j　a66itaagoな ど と して 区 別 す る。 こ

の 区別 とニ ュー ア ンスに つ い て,以 下,説 明 した い。

　 挨 拶 は,1)で あ い 頭 か ら,相 手 の祝 福 に い た る,い わ ば,導 入 部,2)儀 礼 的 ニ ュー

ス の交 換(あ るい は,確 認),3)別 れ の文 句,4)相 手 の祝 福 の 四 つ の 部 分 で構 成 さ

れ て い る。 しか しなが ら,3),4)は,省 略 され る こ とが あ る。1),2)こ そ は,挨 拶

の核 心 部 分 とい うこ とが で き る。 いず れ も,決 ま りき った 表 現 で で きて い る。

　 マ ル ア の人 々は た い そ う速 く,い そ い で,挨 拶 を す る こ とで 有 名 で あ る。 車 の窓 か

ら,窓 の ぞ と の人 に挨 拶 す るぽ あい が あ げ られ る。 そ の と きの 多 くは,Alla　 hokke

jam.　 Jam　 jam　 6anndu?「 ア ッラーが,あ なた に 平 安 を 与 え られ ます よ うに。 健 康

か?」 と い う形 を と るが,こ れ は,1),2)で 構 成 され て い る。

　 マル アの フル ベ 族 は,し ぼ しぼ,仕 事 を して い る人 の 横 を 通 りす ぎ た りす る と,も

と も と カ ヌ リ族 の い い方 で あ る,Laalee.　 Laaleeko　 mon.　 Use.な ど とい う。 これ は,

1)の み で な りた って い る。

　 2)の 括 弧 の な か の ニ ュー ス の確 認 とは,相 手 の と こ ろ に死 者 な どの あ るば あ い,

は じめ か ら相 手 に 平安 が な い とい うこ とが わ か って い るの で,相 手 の ニ ュー ス を確 認

し,同 情 や,慰 め を あ た え る こ とが,期 待 され て い る こ とを しめす 。

5.1.で あ い頭 か ら相手 の祝 福 にいた る部分

　 Salaamu　 aleykumと い う表 現 は,相 手 に 敵 意 が な い こ とを しめす と同時 に,相 手 の

平 安 を 祈 るわ け だ か ら,こ れ は,最 善 の 祝福 で あ る。 自分 の 家,町 内(fattude),村

な どに,訪 問者 がや って きた ぽ あ い,こ の訪 問者 に は,地 元 の人 は,相 手 を 歓 迎 す る

(ja66aago)の が 常 で あ る。 歓 迎 す る相 手 が 一 人 の ば あ い は,　A　ja66aama一 人 以 上

の ぽ あ い に は,On　 nja66aamaと い う。

　 このAja66aamaの あ とに 続 くの が,で あ い頭 の祝 福 であ る。
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　 5.1.1.　 「ア ッサ ラー ム ・ア レイ ク ム」

　 北 カ メル ー ンの フル ベ族 は,イ ス ラ ム教 徒 で あ る。 原 則 的 に は,イ ス ラム教 徒 と イ

ス ラ ム 教 徒 と が で あ う,あ る い は,訪 問 す る,ま た,別 れ 際 に,(As)salaam(u)

aleykumす なわ ち,「 汝 らに 平安 あれ 」 とい う(こ れ は,　silminaagoと い う)3)。 しか

しな が ら,こ れ は,大 変 か し こま った い い 方 で,訪 問 以 外 の ば あ い,省 略 され る こ と

も あ る。 イ ス ラ ム 学 者 は,ア ッサ ラ ー ム ・ア レイ ク ム を,フ ル フ ル デ 語 で,Jam

tabitit　dow　 moodonと 訳 す 。 このaleykumと い うのが,「 汝 ら」 とい う複 数 形 に な っ

て い るけれ ど も,相 手 が 一 人 のば あ い で も,こ の 形 を 使用 す る。 フル ベ族 の イ ス ラム

学 者 に いわ せ る と,

Koo a tammi a  don nder saare feere maa boo, ngam malaa'ika'en  wonbe nder saare 

koofnaama bee "Salaam  aleekum.  " Ginnaaji juuldi don, malaa'ika'en don. Ngol 

juulataa kam Sheydaan wi'ete.

お ま>xが た った 一 人 で,屋 敷 内 に い る と して も,何 人 か の精 霊 もい っ し ょに(屋

敷 の な か)に い るわ け だ か ら,「 サ ラ ー ム ・ア レイ クム」 とい った ら,か れ ら に

も挨 拶 した こ とに な る。(屋 敷 の なか に は,)イ ス ラム教 徒 の精 霊 も,天 使 も い る

わ けだ 。 イ ス ラム教 徒 で ない 精 霊 は,サ タ ン とい わ れ る。

　 だ か ら,目 にみ え る人 とい うの は,た とえ 一 人 で あ って も,そ の人 の そば に多 くの

目に み え な い,精 霊(ginnawo1/ginnaaj　 i)カ ミい っ し ょに い る こ とが あ る の で,そ の精

霊 の こ と も計 算 に いれ て,「 汝 ら」 とい われ る とい うわ け だ 。

　 この(As)salaam(u)aleykum(ま た は,そ の ヴ ァ リア ン トのsalaam　 aleekum)に は,

通 常Wa'aleykumu-ssalaam(u)も し くは,そ の ヴ ァ リア ン トのwa-aleekum　 salaam,

「平 安,汝 ら に 」 と 答 え る 。 な か に は,Aleykumu-ssalaam　 rahmatullaahi　 wa-

barkaatuhuす な わ ち,「 汝 らに,あ わ れ み 深 い ア ッラ ーの 平 安 と祝 福 あ れ」 と答 え る

人 が い るが,こ れ は,た いへ ん まれ な例 で あ る。 お な じ く,ま れ に,男 性 に た いす る

答>x方 と して,Aleyka-ssalaam,女 性 に た い してAleyki-ssalaam,と い うい い方 が あ

る。 い ずれ も,フ ル フル デ語 では,Jam　 tabitit　dow　 maada厂 汝 にこ平 安 あ らん こ とを」

とい う意味 で あ る。 前 述 の精 霊 の存 在 を 考 え る と,矛 盾 す るが,そ こに は,目 にみ え

る人 の み に返 答 し よ うとす る多 少 の合 理 的 な考>x方 が 読 み とれ る。

3)イ ス ラム教 徒 ど う しの あ い だ で,平 安(salaam)を も って 挨 拶 を か わ す こ とは,コ ー ラ ン

　 の10章11節,51章26節 に み られ る。
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　 5.1.2.相 手 に 接近 す る とき の 「ア ッサ ラ ー ム ・ア レイ ク ム」

　 普 通,伝 統 的 な 家 族 で は,大 人 も,子 ど も も,他 家 を 訪 問 す る と き に,「 門 前 」

(yolnde)で,(As)salaam(u)aleykumと お お き な声 を あ げ る こ とを教 え る。 しか し

なが ら,今 日,か れ らが 嘆 い て い る の で あ るが,子 ど もの な か に は,他 家 を訪 問す る

と きに,こ の 常 識 的 な挨 拶 の こ とぽ を いわ な い もの が い る。 これ は,伝 統 的 な考 えか

らす る と,た い へ ん非 常 識,非 礼(ladabu　 woodaa)に な る。 つ い で な が ら,訪 問 者

が,Aleykumu-salaam(u)と い う返 答 を うけ,「 ち か 寄 れ(War　 gaa'e,　gaa'enaa)」 と

い わ れ る と,屋 敷 の なか に は い る。(As)salaam(u)aleykumよ りくだ け た い い方 と し

て,「 許 され た し(gaafara)」 とい うのが あ る 。 婦 人 も し くは,子 ど も た ち が,だ れ

か の屋 敷 や,小 屋 に は い る と きに 用 い る。 男 性 が,使 うと きに は,こ れ は,ハ ウサ 族

的 で あ る と考 え らて い る。

　 か な り,親 しい間 柄 の 人 は,屋 敷 に は い る と き,な に もいわ ず に,あ るい は,手 を

打 ち,相 手 の い る場 所 に ち か づ く と,相 手 に き こえ る よ うに,「 参 ります(mi　 don

wara)」 とい う。黙 った ま ま,相 手 の とこ ろ ま で い くこ とは な い。

　 人 々 は,こ の訪 問 者 の 声 で も って,そ の人 を 同定 す る。 も しも,そ の 声 の 主 が,同

定 で き な い とき には,「 それ は,だ れ(Dum　 moye?)」 とた ず ね る。 そ れ に た い し,

訪 問 者 は,「 わ た しは,生 きて い る もの だ(Min　 guuroowo)」 と答 え る こ とに な って

い る。 そ の よ うな と きは,普 通,家 人 が 屋 敷 の入 り 口まで で む く。 そ して,家 人 は,

入 り口の 間(jawleeru)で,訪 問者 に応 対 す る。

　 遠 来 の訪 問 者 に は,水 を さ しだ した り,ゴ ザ を しい て や り,枕 を も って くる。 訪 問

者 と訪 問 され る もの との 関係 に よるが,敬 意 や 親 しさな どを あ らわ す た め に,羊,鶏

な どを 訪 問者 へ の歓 迎 の しる し(ja66aama)と して屠 殺 す る こ と もあ る。

　 もの 乞 い(toroowo)の 多 くは,各 屋 敷 を たず ね歩 き,も の 乞 い を す るが,お 決 ま

りの(As)salaam(u)aleykum,　 gaafaraな どは い わ な い。 かれ らは,も の乞 い の歌 を

うた うの で,そ の正 体 を 同定 す る こ とが で き る。

　 コ ー ラ ン学 校 か らや って くる子 ども の もの 乞 い(pukaraajo/pukara'en)は,　 Baraa-

ji　Allaも し くは,　Alaaro!と おお きな 声 を あ げ るの で それ とわ か る。 そ のた め,か れ

らは,alaaro(多 分 これ は,カ ヌ リ語 のAla-ro「 ア ッラー に」 か ら き て い る とお もわ

れ る),も し くは,alanankaaro,と よば れ る。

　 イ ス ラム教 の教 師 に よ る と,"Baraaji　 Alla"と い うの は,次 の意 味 を もつ 。

　 　 "Hokkam,　 ke6aa　baraaji　her　Allaa"woni　 nder　man.　Allaa　hokkite　 6ura　ko　ndok-

　 　 kudaa　 mo.

502



江 ロ　 カメル ーン北部 ・フルベ族の挨拶 の言語表現

「わ た しに 施 し もの を して くだ さ い 。 そ う し て,ア ッ ラ ーか ら これ 以 上 の報 い

(baraaji)を 受 け て くだ さい」 ア ッラ ーは,あ な た が わ た しに くだ さ った もの よ

りい い も のを お 渡 し くだ さ るで し ょ う。

　 5.1.3.仕 事 を して い る人 に接 近 す る と きの こ とぽ

　 は じめ か ら訪 問 の意 図 な く して_道 ば た,畑 な どで,労 働 を して い る人 に あ った 場

合,ア ッサ ラ ー ム ・ア レイ ク ムな ど とは い わず,道 ゆ く人 は,相 手 に,useあ るい は,

1aaleeな ど と,カ ヌ リ語 起 源 の こ とば で ね ぎ らい の 挨拶 を す る。　Noye　 kuugal?「 仕 事

は ど うか?」 と き くの は,ま ず は 〉相 手 を,useあ るい は,　laaleeな どの こ とぽ で,

ね ぎ ら ってか らで あ る。

　 5.1.4.で あ い 頭 の 祝 福

　 5.1.4.1.祝 福

　 祝 福 は,barkaと よ ば れ る 。 祝 福 す る こ と は,　 barkidingoと い う。

　 双 方 が,お な じ く ら い の 社 会 的 地 位 に あ る と,し ぼ しぼ,祝 福 に は,祝 福 で も っ て

答 え ら れ るa)0

　 相 手 を 祝 福 す る こ と(barkidingo)の 反 対 は,相 手 を 呪 う こ と(hudgo)と 考 え て

よ い 。 フ ル ベ 族 は,熱 心 な イ ス ラ ム 教 徒 で あ り,祝 福 に し ろ,呪 い に しろ,そ の よ う

な,行 為 の 主 人 公 は,ア ッ ラ ー の み で あ る 。 た と え ば,Alla　 hokke　 saa'a　 rア ッ ラ ー

が,好 運 を あ な た に,あ た え ます よ う に 」 とか,Alla　 naalu　 mo「 ア ッ ラ ー が あ の 人

を 呪 わ れ ま す よ うに 」。 こ の い わ ぽ 祈 り は,す べ て,ア ッ ラ ー を 主 語 と し,動 詞 の 語

根 は,-uも し くは,ゼ ロ,-oも し くは,ゼ ロ の 接 尾 辞 を と る 。

　 祝 福 の う ち で,も っ と も 基 本 的 な も の は,jamも し くは,　 nj　amuで あ る5)0両 者 の

4)先 生 と生 徒 の父 との 挨 拶 の ゴ ムベ(Gombe)方 言 の例 が あ る。生 徒 の 父 が,　Alla　 reene　rア

　 ッラ ーが 守 られ ます よ うに」 とい えぽ,先 生 が,Alla　 seyne「 ア ッ ラ ーが,幸 せ に して くだ

　 さ い ます よ うに 」 で 答 え る とい う形 が,設 定 され て い る 【EiRNOTT　 1971]。

5)jamは,ウ ォ ロ フ語 のjamm「 平 安,平 静 」 と密接 な 関係 に あ る と考 えた い。 す な わ ち,

　 jamm　 Oam:】`tranquilit鹽e　 1'ame'。 ウ ォ ロ フ語 の挨 拶 で も っ と も簡 単 で,も っ とも よ く使 わ

　 れ て い るの は,

　 　 　 Jamm　 ngaam　 (相 手 が 単 数 の 場 合)

　 　 　 Jamm　 ngeenam　 (相 手 が 複 数 の場 合)【C.L.A.D.1977:201】

　 　 フル ベ族 が,ウ ォ ロ フ族 と共 住 して い る と きに,お そ ら くこの こ とぽ を,な が い あ い だ 共

　 用 し,か れ ら が,東 に移 動 した あ と も,こ れ を 使 用 し続 け て い る と考 え て よい の で は な い だ

　 ろ うか 。

　 　 つ い で なが ら,こ のjamは,フ ル ベ 族 の 住 ん で い る と ころ ど こで で も,き け るけ れ ど,体

　 の様 子 な ど に関 して,フ ー タ ・ジ ャ ロ ン,フ ー タ ・トー ロ,マ ー シ ー ナ,ブ ル キ ナ ・フ ァ ソ,

　 ニ ジ ェー ル の一 部,ト ー ゴな どニ ジ ェー ル 川 の 西 の 地 域 で は,「 体 が,健 康 で あ る こ と」 を,

　 動 詞sellaで 示 す 。 た と えば,　A　sellii?「お まえ は,健 康 か?」,　 Mi　sellaa　rわ た しは,健 康 で

　 は な い」。
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差 に つ い て,あ る,イ ン フ ォ ー マ ン トに よ る と,

　 　 "Alla　 hokkee　 njamu"bee"Alla　 hokkee　 jam"fuu　 fotan.　 moo　 kam　 kalima　 gootel

　 　 wurti　 mo(<フ ラ ン ス 語mot)didi.

　 　 「ア ッ ラ ー が あ な た に7njamuを あ た え ます よ うに 」 と,「 ア ッ ラ ー が,　 jamを あ

　 　 た え ら れ ま す よ うに 」 は,ど ち ら も お な じ。 両 方 と も お な じ単 語 か ら き て い る 。

　 フル ベ 族 が イ ス ラ ム化 す る まえ に は,Alla　 hokkee　 jamと い う挨 拶 表 現 が な か った

こ とが,想 像 され る。 これ は,ア ラ ビア語 の表 現 を フル フル デ語 に お きか え た に違 い

な い 。 イ ス ラ ム学 者 に よる と,

"Alla hokkee jam" bee "Salaam aleekum" kam gootel . "Salaam aleekum" kam 
"Jam tabitit dow  moodon ."

「ア ッ ラーが,jamあ なた にを あ た え られ ます よ うに 」 とい うの と 「サ ラー ム ・

ア レイ ク ム」 とい うの は,お な じ こ と。 サ ラー ム ・ア レイ ク ムは,「jamが,あ

な た が た の うえ に あ ります よ うに」 と い う意 味 で あ る。

　 しか しな が ら,イ ス ラム化 以 前 で もjamと い う考 え方 が あ り,の ちに,　salaamuを

jamと して,解 釈 す る よ うに な った と考 え て よい の で は な い だ ろ うか。

　 す べ て の 祝 福 の こ とば に は,Aamiina「 ア ー メ ン」,あ る い は,　Alla　 humma　 aa-

miin,　 Alla　 jaabo「 ア ッラ ーが お 答 え に な る よ うに 」 と答 え る こ とに な っ て い る。 な

お,前 者 は,ア ラ ビア語 で あ るが,後 者 は,前 者 の 訳 で あ る。Aamiinaの 意 味 は,「 ア

ッラー が,(あ な た の 祝 福 に)答 え られ ます よ うに」 とい う意 味 で あ る と され る。

　 身分 の うえ の人 にた いす る祝 福 に は,Barkaa　 ma「 あ な た の祝 福 」 とい うこ とば を

つ け くわ え る。

　 しか しな が ら,た い て い の 人 は,こ のAlla　 hokkee　 jamに た い して,　Aamiinaと

は,い わ な い 。 なか に は,Usoko(あ る い は,　Useko)「 あ りが と う」 と答 え る人 が

い る。 伝 統 的 首 長 は,臣 下 の 祝 福 に は,Usokoと い うこ とに な って い る。

5.1.4.2.で あ い頭 の 祝 福 の 例

以 下 頻 繁 に使 わ れ る祝 福 の 例 を あ げ て お こ う。

Alla  barkidine6).

「ア ッラー が,あ な た を祝 福 します よ うに 」

6)イ ス ラ ム学 者 に よ る と,こ の表 現 は,ア ラ ビア語 のBaarka　 llaahuに 対 応 して い る とい わ

　 れ る。
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Alla  ende7).

「ア ッラ ーが,あ な た のめ ん ど うを み て くだ さい ます よ うに」

Alla  fabbine.

「ア ッラ ーが,あ な た を長 くた もた れ ん こ とを 」

Alla hokke.

「ア ッラ ーが,あ な た に あ た え られ ん こ とを 」

Alla hokke sabbungo.

厂ア ッラ ーが,あ な た に長 寿 を さず けた まわ ん こ とを 」

Alla hoynane.

「ア ッラ ーが,あ な た を楽 に して くだ さ らん こ とを 」

Alla humtu muuyo maada.

「ア ッ ラーが,あ なた の願 い を きい て くだ さ い ます よ うに」

Alla　 jaabo　 do'a　 maada.

「ア ッ ラーが,あ なた の 祈 りに 答 られ ん こ とを」

 Alla juttin  balde  maacfa.

「ア ッ ラーが,あ なた の 齢 を長 か ら しめ ん こ とを」

Alla  reene8)  .

「ア ッ ラー が,あ なた を 守 りた まわ ん こ とを」

Alla sabbinane.

7)　 このend一 に つ い て イ ス ラ ム教 師 に よる と,次 の よ うに 説 明 され る。

Ko wi'ete endam kam a don ayni goddo, nyaam (nyaamndu) maako, yar (njaram) 
maako, dum ko o  Bornoto, njamu maako, fuu, a don ayni, kanjum woni a endi mo. 
Aynugo dum hakkilango. Kosam wi'ete endam. Ngam daada don musina  Binngel mum 
haa ngel mawna. Kanko on hokkata ngel ko ngel nyaama har kosam man. Kanko yiiwata 
ngel. Kanko  we"itanta  ngel ngel waalo. Kanko wadanta koo dume fuu. Daada  6uran 
koo dume fuu endugo.

　　　endam(end一 の名詞形)と は,人 がだれか のことを気 にかけ ることであ る。食 べ もの,

　　　飲み もの,そ の人の きるもの,な どの ことを気 にかけ ることであ る。それが,end一 す る

　　　ことなのだ。気にかけ るとは,注 意 す るこ とである。乳は,endamと いわれ る。なぜ な

　　　ら,母 親 は,子 どもを育 てるために,子 どもに乳 をのます。母親 は,そ の乳 で もって,

　　　子 ど もの食べ る ものをあたえる とい うわけ だ。母親 は,子 どもを洗 ってやる し,子 ども

　　　の寝床 をつ くってや るし。子 どものあ りとあらゆるこ とを してや る。母親は,end一 とい

　　　 うこ とではだれ にもまさる。

8)　 この表現 には,次 の説明が され る。

Alla reene e sarri. Sarri kam ko zammbete. Ko latti kalludum kam naa fuu naa kanjum 
woni sharri?  Sarruwol ngol, sarriiji di. Alla reene, dum Alla ayne, malla, Alla hisne.
これ は,ア ッラ ーがsarriか ら,あ な た を守 って くだ さ い ます よ うに とい うこ とな の だ。

sarriと は,お ま>xの 邪 魔 を す る も のの こ と。 わ るい 結 果 を 招 くも の ご と はす べ て,　sarri

な の で は な いか?　 sarriは,　 sharriか ら きて お り,　sarruwolと い う形 を と る,そ の複 数

は,sarriijiで あ る。 これ は,い いか えれ ぽ,　Alla　ayneま た は,　Alla　hisneで あ る。
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　 　 「ア ッ ラーが,あ な た を長 寿 に いた ら しめ ん こ とを 」

　 　 Alla　seyne.

　 　 「ア ッラ ーが,あ なた を よろ こぼ せ た まわ ん こ とを」

　 　 Alla　suddee　asirri9).ま た は,　Alla　suurree.

　 　 「ア ッラ ーが,あ なた の秘 密 を 守 りた まわ ん こ とを」

　 　 Alla　Ovalle.

　 　 「ア ッラ ーが,あ なた を 助 け られ ます よ うに 」

　 　 Alla　warj　e　hayru.

　 　 「ア ッ ラーが,あ な た に 幸 せ で も って報 い られ ん こ とを 」

　 　 Alla　woonane10>.

　 　 「ア ッ ラーが,あ な た に よい こ とを され ます よ うに 」

　 　 Alla　yamdine.　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 _

　 　 「ア ッ ラーが,あ な た に 平 安 に た もたせ た まわ ん こ とを 」

　 　 Alla　yette.

　 　 「ア ッラ ーが,あ な た を褒 め た まわ ん こ とを 」

　 5.1.4.3.文 学 的 祝 福

　 文 学 的 表 現 で は あ る が,デ ィ ア マ レ地 方 の フ ル ベ 族 の こ の む,ム ボ ー ク詩

(mbooku)の なか に次 の よ うな表 現 が あ らわ れ る。 この祝 福 は,主 唱 者 が,観 客 の

な か の特 定 の 人 に む か って,「 ご挨 拶 も う しあげ る」 とい う こ とぽ と と もに,発 せ ら

れ る も の で,行 末 の 四音 節 は,短 長 長 短 の韻 律 を もつ。

　 　Alla　hokke　 duu6i　 dutal　gorgal.

　 　 「ア ッラーが あ なた に,雄 ワシの齢 ほ どの長 寿 をあ た え た まわ ん こ とを」

Alla ardore gal woodi.

9)　 これについての説 明は次の よ うにな され る。

Ko wi'ete suddaago asirri kam, konneeji maa fuu tata yi'anee ko halli her maada, tata laara 
ayiibe maa. To  yimhe anndaa ayiibe maa, naa asirri man  doo suddi? "Alla suddee 
asirri", bee Aarabre kam, "Shatara kallaahu." Waatoo, taa 6e ndaara sirri maa, taa 6e 
cemtinee woni.
Suddaago　 asirriと は,敵 が 決 して お まえ の都 合 の悪 い こ とを み な い よ うに,お まえ の 弱

点 を み な い よ うに とい うこ とで あ る。 人 が,お ま え の弱 点 を み な い な ら,お ま え の秘 密

は,守 られ て い る で は な いか?　 こ の表 現 は,ア ラ ビア語 で は,Shatara　 kallaahu.す な

わ ち,人 が,お まえ の 秘 密 を み て,お ま>xを 辱 め ない よ うに とい う こ とな の だ。

10)　 これは,次 の よ うに解釈 される。

 Alla hokke ko  hurata  woodgo.

　 ア ッラ ーが,よ りよい もの を あ な た に あた え られ ん こ とを。

す なわ ち,こ の　 woonaneは,*woodnaneと 解 釈 され て い る。
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「ア ッ ラーが あ なた を よい 方 に,導 きた まわ ん ことを 」

Alla　Ceniido　 mawnin　 maa.

「聖 な る ア ッラ ーが,あ な た を 育 て た まわ ん こ とを 」

Alla　nii　njamu　 maa　 duura.

「ア ッ ラーに よ り,あ な た の 平安 長 か らん こ とを」

Alla　yottine　numo　 maada.

「ア ッ ラーが あ なた の想 い を 実 現 させ た まわ ん こ とを」

Alla　woonane　 juut　balde.

「ア ッ ラ ーが,あ なた に よい こ とを して くだ さ り,命 を 長 らえ させ た まわ ん こ と

を 」

5.2.儀 礼 的 ニ ュ ー ス の 交 換

　 ニ ュース の 交換 とは,一 言 で い えぽ,相 手 の平 安 を た ず ね る こ とで あ る。 儀 礼 的 と

い うの は,実 際 の 状 況 とは,関 係 な く,相 手 の問 に た い して,紋 切 り型 の答 をか わ す

こ とを い う。 実 際 の ニ ュ ース の交 換 は,決 ま りき った 挨 拶 の あ とで お こな う。 儀 礼 的

ニ ュース の 交換 に対 応 す る こ とば は,koofngol/koofli,　 caangal/caaleと い う。 それ ぞ

れ,hoofna,　 saanaと い う動 詞 か ら きて い る。　hoofna,　 saanaは,挨 拶 を す る,敬 意 を

あ らわ す よ うな ニ ュ ーア ンス が あ る。 フ ル ベ族 の イ ンフ ォーマ ン トに よ る と,

　 　 Ko　wi'ete"Mi　 saani　ma"naa　 a　yami　 njamu　 maako.

　 　 「わ た しは,あ な た に ご挨 拶(saana)を も う しあげ ます 」 とい うの は,そ の 人 が,

　 　 平 安 か(nj　 amu)ど うか を た ず ね る こ とな の だ。

ま た,

Koofngol bee caangal dum huunde woore. Kunndude demde on cenndi.  Kunn-

dude, demde on latti feere feere. 

Gal ko dillani fommbina Kamerun, nanngi diga Garwa haa dilli Ngawndere doo,  5e 

mbi'an: "Mi hoofni maa." 

Yoo, lesdi Jama'aare boo  6e mbi'an: "Mi saani maa." "Saananam wayne", doo 

kam lesdi Jama'aare.

koofngolとcaanga1と は お な じこ と。 い い方 が ちが うだ け で あ る。 い い あ らわ し

方 が,ち が うだ け で あ る。

カ メ ル ー ン の西 側,す なわ ち,ガ ル ア か ら,ガ ウ ン デ レの ほ うで は,人hは,
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Mi　 hoofni　 ma.と い う。

デ ィ ア マ レ地 方 で は,Mi　 saani　maa.と い う。　Saananam　 wayne　 rだ れ か に,挨 拶

(saana)し て お くれ 」 と い うの は,デ ィ ア マ レ地 方 の い い 方 だ 。

　 しか しなが ら,hoofna,　 saanaの 用 途 は ち が う。 しぼ しば,デ ィ アマ レ地方 で は,

死 者 の でた 家 に 出か け て,挨 拶 し,お 悔 やみ を い う場 合 は,saanaを 使 う。 あ る イ ス

ラム教 の教 師 のイ ンフ ォーマ ン トに よる と,こ の用 法 まち が って い る とい う。これ は,

イ ス ラム教 の 聖 戦 の 中 心 地 で あ った ナ イ ジ ェ リア の ソコ ト方 言 が,今 日で も,コ ー ラ

ン学 校 の ア ラ ビア ・フル フル デ語 の翻 訳 な どに も使 用 され て お り,そ の影 響 に よる も

のか も しれ な い11)0

To wayne wi'i: "Wayne maayi, mi dilli saanoygo", kanjum kam bilkaare. "Mi dilli 

hoofnoygo" har amin kam maayraado. "Mi dilli saanugo" boo caanngal boo 

jamo. Hoofnugo kam maayraado.

も し もだれ か が,「 だれ か が 死 ん だ 。 挨 拶(saanoygo)に い って くる」 と い うな

らぽ,そ れ は,無 知 に よ る も の で あ る。 わ た した ち は,「 挨 拶 に い っ て(hoof-

noygo)く る」 とい う。 「挨 拶(saanugo)に い っ て くる」 と い うのは,健 常 者 の

挨 拶 で あ る。 挨拶 す る(hoofnugo)は,死 なれ た も の にす る もの だ 。

saanaは,ハ ウサ語 圏 に住 む フル ベ族 に よ っ て広 く使 わ れ る こ とか ら,お そ ら く,

ハ ウサ 族 のsannuと い う挨 拶 こ とば か ら きて い る と考 え られ る。

　 あ る,イ ン フ ォーマ ン トに よる と,

　 　 "Mi　saani　maa"bee"Sannu"kam　 gootel.

　 　 「わ た しは,挨 拶(saana)を も う し あ げ ま す 」 と い う の と 「こ ん に ち は

　 　　(Sannu)」 とい うの は お な じこ と。

　 saanaもhoofnaも,こ とば を も ち て,挨 拶 す る こ とで あ る。 しぼ しば,時 間が な

い が,挨 拶 を した い と きに は,Mi　 saani　ma「 わ た しは,あ な た に御 挨 拶 も う しあげ

る」 とい う。 だ れ か に,自 分 の 挨 拶 を伝 え た い と きには,西 方 方 言 の は な し手 に は,

11)　 ア ダマ ワ地 方では,お 悔やみ をfoofugoと い う。動詞foofugoに は,名 詞形 はない。

　　 foofugoは,フ ル フルデ語の西方方言の うち,ニ ジ ェール よ りのマ リ,ニ ジ ェールの西方,

　 ブルキナ ・ファソ,北 部 トー ゴの一部 で使われ る,foofoと い う挨拶 ことぼか らきている。

　　 西方の フルベ族の人 々のなか には,こ れは,「 息 をす る,生 きている」 とい う動詞,foofa

　 の命令形foofuか らきていると考 えている人 もい る。

　　 しか しなが ら,こ のfoofoと い うことぽは,ソ ンガイ ・ゼルマ族 によっても使われ る。 こ

　 のfoofoと い うのを,日 常的 な挨拶 ことぽ として使用す る人々は,す べ て,ソ ンガイ ・ゼル

　 マ文 化圏に住んでい ることか ら考え ると,ソ ンガイ ・ゼルマ語か らの借用 と考え るのが,自

　 然だろ う。
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Hoofnanamま た,　Saananam「 わ た しの か わ りに挨 拶 して お い てほ しい 」,す な わ ち,

「よろ し くお つ た え くだ さい 」 とい う。 しか しなが ら,今 日,東 方 方 言 地 域 で も,西

方 方 言地 域 か ら の人 口流 入 に よ り,hofnanam(<hoofnanam)と い う表 現 を き く こ

とが で き る。

　 フルベ 族 の 儀 礼 的 ニ ュ ース の 交換 部 の,い わ ぽ,キ ー ワー ドは,jamと い え る。 こ

のjamは,頻 繁 に 無 変 化 で 用 い られ る こ とで あ る。 た とえば,

　 　 Jam　 waali?　 「お ま え は,無 事 に夜 をす ご した の か?」12)

　 　 Jam　 6anndu　 na?　 「お まえ の 体 は,元 気 か?」

　 この無 変 化 の 形 に た い し,jamを 変 化 させ て使 用 す る こ とが あ る。 これ は,無 変化

形 の後 に で て き た もの と考 え られ る。 す なわ ち,こ のjamの 語 頭 子音 は,{y-～nj-

～j-}と 変 化 し,接 尾 辞 と と もに活 用 され る。 た とえ ぽ,

　 　 Ajam・o?　 「お まえ は,元 気 か?」

　 　 Yim6e　 maa　 yam-6e?　 「あ なた の家 族 は,平 安 か?」

　 　 Saare　maa　 yam-re?　 「お まえ の屋 敷(=家 族)は,元 気 か?」

　 　 〔Bikkon　maa　 njam-on?　 「あ な た の子 ど もた ち は,元 気 か?」

　 いず れ に しろ,一 言 で い え ぽ 相 手 の 平安 無 事,す なわ ち,jamを 問 い た だ す こ とな

の だ。 も っ と もみ じか い い い 方 で は,Jam　 na?と い う表 現 をす るが,こ れ は,挨 拶 の

エ ッセ ンス と もい え る もの で あ る。 伝 統 的 い い方 で は,次 の よ うな表 現 を と る13)O

　 　Jam(ba)sagoo　 maada?　 「あ な た の望 む よ うに平 安 無 事 か?」

　 　Kori　j　am?　 「平 安 無 事 で あ る こ とを 望 ん で い るが ど うか?」

　 これ に た い す る答 は,jam,　 jam　 nii　r平 安,無 事 」 で あ るが,そ れ は,ア ッラ ーの

お かげ で あ る とい う こ とを強 調 す る た め に,Alhamdu　 lillaahi「 ア ッラ ーに 感 謝 して

い ます 」 とい うこ とば を つ け くわ え る場 合 が あ る。

　親 しい間 柄 あ るい は,少 しは,冗 談 の 気持 ち を こめ て,Jam　 woodaa　 r平 安 は な い」

な どと い う人 もい る。 しか しな が ら,多 くの人 は,自 分 が い った こ とが,真 実 に な る

の を恐 れ て,そ の よ うな い い 方 を しな い 。

12)　 ア ー ノ ッ トに よ る とjam　 waaliのjamは,動 詞 の 主 語 で あ る とい う 【EiRNOTT　 1971】。

13)　 フル ベ 族 は,フ ル ベ族 の 村 に あ らた に や って きた,フ ル フル デ 語 を知 らな い,外 来 老 に は,

　 「無 知 な人 の使 う フル フル デ 語(bilkiire)」 で 挨 拶 をす る。 これ は,ヨmッ パ 人 な ど に対

　 して もお な じ態 度 で の ぞ む 。Jamを 無 変化 で使 うこ と に特 色 が あ る。　Jam?Jam　 jam?「 元

　 気 か 。 元 気 か?」

　 　 なお,無 知 な人 の フル フル デ 語 に つ い て は,江 口 【1971】参 照 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 509
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　 5.2.1.相 手 自身,相 手 の家 族,な どの平 安 に関 す る問 い

　 相手 の健 康,家 族 な どに つ い て の平 安 を たず ね る ときに,で き る だけ,具 体 的 か つ,

直接 的 な質 問 は避 け られ る。 た とえ ば,お まえ の 妻(debbo　 maa)と い うか わ りに,

女 や 女 た ち を 指 す 曖 昧 な こ とば で あ る　kore/koreeji,女 た ちや 子 ど もた ち を しめ す

rew6e　 bee　6ikkonの か わ りに,屋 敷 を しめ すsaareを 使 う。

　 相手 が,遠 来 の客 な どで あ る と,相 手 の 平 安 にこは じま り,家 族,友 人 〉 さ ら に,相

手 の 町 内 の人 全 員,村 人 全 員 の 平 安 を た ず ね る。 村 人 全 員 の平 安 な ど とい うの も,決

ま り文 句 の一 部 で あ る。

　 村 落部 で は,人 の平 安 を た ず ね た あ と,家 畜,畑 な どの よ うす を たず ね る こ とも あ

る。

　 な お,挨 拶 に た いす る返 事 に は,否 定 的 な 感 情 を あ らわ さ な い。 ふつ う,こ れ らの

質 問 にjam「 平 安 」 と答 え られ る。

　 そ の 極 端 な例 は,病 気 に な って い る人 は,「 わ た しは,死 に か け 」 な ど とは い わ ず

Mo"ere「 おか げ さ まで 」.あ る いは,　Mi　 he6i　daama「 わ た しは,よ くな っ て い る」

な ど とい う。

　 相手 の平 安 の 問 いか け に は,次 の 四 つ の 言 い 方 が され る。

　 1)「 主 語+jam」 の形 式 。

　 　 　 Ajamo　 naa?Ajamo?　 「あ なた は,元 気 か?」

　 　 　 Saare　maa　 yamre?　 「あ な た の家 族 は,元 気 か?」

、　 　 Koreeji13)maa　 jam?　 「あ な た の女 た ちは,元 気 か?」

2)「Jam十 補 語(naa?)」 の 形 式 。

　 Jam　 6anndu(naa)?　 「あ な た の体 は,健 康 か?」

　 Jam　 saare　maa(naa)?　 「あ なた の家 庭 は,元 気 か?」

　 Jam　 koreeji　maa(naa)?　 「あ なた の女 た ち は,元 気 か?」

　 Jam　 6ikkon　 maa(naa)?　 「あ なた の子 ど もた ち は,元 気 か?」

　 Jam　 iyaaluuji　maa(naa)?　 「あ なた の家 族 は,元 気 か?」

3)「To+主 語 」 の形 式 。

　 To　ardungal?　 「一 家 の主 と しての 仕 事 は,ど うだ?」

　 To　ardanaago　 hoore　 mum?　 「しっか り仕 事 が で きて い るか?」

　 To　saare　maa?　 「あ なた の 家 庭 は,ど うだ?」
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　 　 To　iyaaluuji　 maa?　 「一 族 の も の た ち は,ど うだ?」

　 　 To　 koreeji　 maa?　 「あ な た の 女 た ち は,ど うだ?」

忍 耐 力 の有 無 をた ず ね るの も この 形 式 で な され る。

(A)-Toye　 munyal?　 「忍 耐 は あ ります か?」

(B)-Munyal　 doon.　 「忍 耐 は あ ります と も」

長 い あ い だ会 って い なか った 人 に は,し ぽ しぼ,次 の よ うに たず ね る。

To　wayreego?　 「長 い こ とあ っ て い なか った が ど うか?」

お そ ら く,商 売 に たず さわ る人 た ち の 挨 拶 か らで て きた もの だ ろ うが,次 の表

現 は,マ ル ア特 有 の もの で あ る。 これ に た い す る答 は,doon　 rあ る」,　koydum

「簡 単,や さ しい」 な どで あ る。 い ず れ も,こ の形 式 に よる。

To　dawra　 fista?董4)　 「計 画 は した が,頓 挫 した こ とは あ るか?」

To　diida　wila?　 厂(地面 に 計 画 を)線 と して 書 い た けれ ど,(う ま くい か な か っ

　 　 　 　 　　 　 　 た の で)そ の線 を け して しま った こ とは あ るか?」

To　numa　 he　6ataa?　 「頭 で考 え た けれ ど,手 に は い らな か った こ とは あ るか?」

To　taltaldils)duniya?　 「この世 の戦 い は ど うだ?」

To　ko　en(fataa?　 「世 話 を して い る人 た ち は ど うな っ て い るか?」

To　laara　acca?16)　 「み て ほ しい と お も った け れ ど,あ き らめ た もの は,あ る

　 　 　 　 　　 　 　 　 か?」

To　wi'aneego　 ko　wi'aay?　 「い って も しな い こ とを,い った な ど といわ れ る こ

　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 とは あ る か?」

4)「No+名 詞(あ る いは,動 詞)」

　 No　 6anndu　 maa?　 「あ なた の 体 は ど うか?」

　 No　comri?　 「疲 れ は ど うか?」

　 No　ha6re　bee　kuude?　 「し ご とは ど うな って い るか?」

　 No　kuugal?　 「し ご とは ど うか?」

　 No　mba'ataa　 bee　bone　duniya?　 「この 世 の 苦 労 は ど うだ?」

14)　 あ るイ ン フ ォーマ ン トに よ る と,to　 ko　numata　 humpitake,　 dawra　 fisti「考 え て い る こ とが,

　 うま くい くこ とをdawra　 fisti」とい う。

15)taltaldi　 duniyaは,　 ha6re　duniyaと 考 えれ ぽ よい とい う。

16)別 のイ ン フ ォーマ ン トに よ る と,こ れ は,ganyo　 laara,　acca「 敵 に み られ て,敵 に あ き ら

　 め て も ら った 」 とい う意 味 で あ る とい う。
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No　 ngorrataa?　 「ど う して い る の か?」

フ ル ベ族 は,イ ス ラ ム暦 を ま も る,断 食 月(suumaye)に,断 食 の様 子 を た ず ね る

こ とを 中心 とす る。

(A)-Noye　 suumaye　 wa'i?　 「断 食 は どん な様 子 で す か?」

(B)-Koydum.　 「苦 労 は あ りませ ん 」

　 5.2.2.時 に あ わせ た挨 拶

　 5.2.2.1,気 候 に関 す る挨 拶

　 カ メ ル ー ン北 部 に お い て は,基 本 的 に 一 年 は,雨 期(duumol),寒 期(dabbunde),

乾 期(ceedu)に わ か れ る。 雨 期 には,雨 が 降 り,そ れ 以外 の季 節 には 雨 は 降 らな い 。

雨 期 に は,湿 り気 の あ る,涼 しさ が あ り,こ れ は,peewo1と よぼ れ る。 寒 期 に は,

乾 燥 した 寒 さjaangolが あ る。 雨 期 に しろ,乾 期 に しろ,暑 さは,そ の ま ま,「 太 陽 」

(naange)と よばれ るか,「 焼 け て い る」(gul(fum)と よば れ る。 した が って,天 候

は,気 候 に よ っ て条 件 づ け られ て い る とい え よ う。

　 一 年 中,暑 さ につ い て,Toy　 naange?「 お 日 さ まは ど うか?」,　 Toy　guldum?「 暑 さ

は ど うか?」 とい う。

　 雨 期 に,Toy　 peewol?「 湿 り気 の あ る寒 さは ど うか?」 とい う17)0

　 寒 期 に,Toy　 j　aangol?「 寒 さは ど うか?」 な ど と き く。 そ の返 事 は,普 通,　Naange

(fon「 お 日さ まは あ る(=暑 い)」,　Jaango1(fon「 寒 さは あ る(=寒 い)」。

　 ふ ざ け半 分 に,jaango1「 寒 さ」 を も じって,　Toy　 j　aangol,　toy　jaangerde?「 寒 さ は

ど うか?　 腹 の なか の寒 さは ど うか(=空 腹 か)?」 とい う。

　 5.2.2.2.時 間帯 に関 す る挨 拶

　 フル ベ族 は,太 陽 の運 行 に よっ て一 日を大 別 して,夜(jemma)と 昼(nyalawma)

に わ け る 。 こ ま か くい え ぽ,夜 明 け(subaha),午 前 中(beetki),正 午(caka

naange;midi),日 没 後,就 寝 まで くらい(hiirngo),真 夜 中(caka　 j　emma)に わ け る。

ま た,一 日の時 間 は,五 つ の祈 りの 時 で も っ て よぶ 。 す な わ ち,夜 明 け の 祈 り(fa-

jiri),昼 下 が りの 祈 り(zuura),夕 方 の祈 り(asiri),日 暮 れ の祈 り(manngariba),

就 寝 前 の祈 り(eesaa'i)。

　 これ らの時 間 の感 覚 が す べ て,か れ らの挨 拶 に反 映 され て い るわ け で は な い が,夜

17)　 ま た,目 ざめ る まで に 雨 が 降 っ て い るの を 知 らな い で,居 室(suudu)で 寝 て い る人 に た

　 い して,訪 問者 は,abugaと い って挨 拶 をす る。 そ うす る と,そ う挨 拶 され た 人 は,　abuga

　 とい った人 に,贈 り物 を す る こ とに な って い る とい う[NoYE　 1989:1】 。
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と昼,早 朝 と昼 前 と午 後 の 区別 は,挨 拶 に あ らわ れ る。 と りわ け重 要 な の は,朝 に な

され る挨 拶 で あ る。 朝 の挨 拶 で は,無 事 に 「目が さめ た か,夜 を す ご した か,起 きあ

が った か 」 が 問 題 に され,眠 って い る こ とは,死 ん で い る こ とへ の アナ ロジ ーが あ る

た め,朝 の で あ い は 大 切 で あ る と考 え られ て い る。

　 一 日の あ い だ,ど の時 間 帯 に も,か れ ら は,挨 拶 を す る が,日 暮 れ の 祈 りの 時 間

(manngariba)に は,だ れ もが,モ ス クや 家 の内 側 に い るか,家 に も どるた め い そ い

で い る ので,路 上 で な が な が と,挨 拶 す る人 は い な い。

　 人 が 挨 拶 を す る少 しまえ まで,相 手 が平 安 無 事 にす ご した か ど うか が 〉 問 題 に され

る わ け だ が,早 朝 な ら,waa1-「 夜 を す ごす 」,　daan-「 寝 る」,　yumm・ 「起 き る」,

weet-「 早 朝 を す ごす 」 な ど,昼 前 な ら,　nyall一 厂午 前 中 を す ごす 」,午 後2,3時 か ら

日没 前 後 な ら,hiirt-「 午後 を す ごす 」 とい う動 詞 が 使 わ れ る。

　 これ に は,次 の四 つ のい い方 が 使 わ れ る。

1)「 主 語+動 詞+jam」 の形 式 。 こ の形 式 に で て くる動 詞 は,次 項 で の べ る,一 日

　 の 時 間 と関 わ って い る。

　 Awaali　 jam?　 「あ なた は,平 安 の うち に夜 をす ごせ た か?」

　 Ahiirti　jam?　 「あ な た は,平 安 の うち に遅 い午 後 を す ごせ た か?」

2)「jam+動 詞 」

　 Jam　 waali　fini?　 「平 安 の うちに,夜 が す ぎたか,目 ざ めた か?」

　 Jam　 weeti?　 「平 安 の うち に,早 朝 がす ぎ たか?」

　 Jam　 nyalli?　 「平 安 の うち に,午 前 が す ぎた か?」

　 Jam　 hiirti?　 「平 安 の うちに,午 後 が す ぎた か?」

3)「jam(jam)+動 詞+主 語 」 の形 式 。 これ は,う え とお な じと考 え られ て い るが,

　 習 慣 的 に こ の形 を とら な い もの もあ る。 た とえ ば,On　 mbaali　 jam?「 あ な た た

　 ち は,平 安 の うち に夜 を す ごせ た か?」Jam　 jam　 mbaalidon?と は いわ な い。

　 Jam　 jam　 kiirtudaa?　 「あ な た は,平 安 の うちに 遅 い 午 後 を を す ごせ た か?」

　 Jam　 mbeetudon?　 「あ な た は,平 安 の うちに 早 朝 を す ごせ た か?」

　 Jam　 nyallu(fon?　 「あ なた は,平 安 の うち に昼 をす ごせ たか?」

4)rNo+動 詞+二 人 称 」

　 No　mbaaludaa?　 「あ な た は,ど の よ うに 夜 を す ご した か?」

　 No　mbaaldudaa?　 「あ な た に は,昨 夜 どん な こ とが 起 こ った か?」
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　 5.2.2.3.挨 拶 は,相 手 の さ ま ざ まの 状 況 に 応 じて,臨 機 応 変 に お こな わ れ,上 記

の い くつ か の形 式 が,ま ざ りあ って あ らわ れ る。 た とえぽ,早 朝 の挨 拶 の例 は次 の通

り。

(A) —A waali  jam naa? 

(B)  —Alhamdu lillaahi, mi waali jam. 

(A) —Jam pindaa naa? 

(B) —Jam ba ngiddaa. 

(A) —Jam  banndu maa naa? 

(B) —Jam koodume. 

(A) —Jam  Bikkon maa naa? 

(B) —Jam koodume. 

(A) —Jam  rew6e maa naa? 

(B) —Jam. 

(A)  —Jam saare maa koo dume? Kori en yummodii? 

(B) —Ooho, jam koo dume. Walaa kesum. 

(A) —Kori a  daani booddum? 

(B) —Mi  daaniido.

(A)一 あ なた は,平 安 の うちに 夜 を す ごせ た か?

(B)一 お か げ さ ま で,わ た しは,平 安 の うち に夜 をす ごせ ま した 。

(A)一 あ なた は,平 安 の うちに 目を さ ま した か?

(B)一 の ぞみ の とお り平 安 無 事 で す。

(A)一 あ なた の体 は,元 気 か?

(B)一 ま った く平 安 無 事 です 。

(A)一 あ な た の子 どもた ちは,元 気 か?

(B)一 別 に な にこも問題 は あ りませ ん 。

(A)一 あ な た の妻 た ちは,元 気 か?

(B)一 元気 です 。

(A)一 あ な た の家 庭 は,無 事 か?　 お た が い,起 きあ が れ たか?

(B)一 は い,ま った く平 安 無 事 です 。 か わ った こ とは あ りませ ん。

(A)一 よ く眠 れ た か?

(B)一 眠 れ ま した。
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　 5.2.2.4.死 者 の で た 家 族 へ の な ぐさめ の挨 拶

　 男 性 は,人 まえ で泣 か な い けれ ど,女 性 の訪 問 者 は,相 手 の屋 敷 に は い る と相 手 に

き こ え る よ うに,泣 き こえ を あげ る。 訪 問 者 は,次 の よ うな こ とを い う。 いわ ぽ,相

手 の ニ ュース の 確認 とい え る もの で あ る。 訪 問 者 が,男 性 の場 合,相 手 と握 手 を す る

こ とが 多 い 。

Asee, wayne goo maayi. Wayne ardake. Duniya nonnon,  wadan. Naa non 

duniya kam? Ayyee. Sannu. Sannu. On caanaama. On koofnaama e  maa-

jum. Alla yaafano en mo.

　 　だ れ だ れ さん が,亡 くな られ た そ うです ね 。 だ れ だ れ さん は,先 立 たれ ま した 。

　 　 こ の世 は そ ん な もの で す。 この世 はそ ん な も の です 。 な るほ ど。 ご挨 拶 も う しあ

　 　げ ます 。 み な さん に ご挨 拶 も う しあげ ます 。 亡 くな られ た 方 の た め に ご挨 拶 も う

　 　 しあげ ます 。 ア ッラ ーが われ わ れ のた め に,あ の方 を 許 され ます よ うに。

挨 拶 を 受 け た 人 は,次 の よ うな こ とば をか えす 。

　 　Usoko.　 Usoko.　 Usoko.　 Usoko.　 A　hooci　baraaji.　 A　he6i　baraaji.

　 　 あ りが と う。 あ りが と う。 あ りが と う。 あ りが と う。 あ なた は,ア ッラ ーの恵 み

　 　 を うけ られ る で し ょ う。 あ な た は,ア ッラー の 恵み を手 に いれ られ るで し ょ う。

　 5.2.2.5.病 気 見 舞 い の挨 拶

　 だれ かが,病 気 で あ る こ とを きけ ぽ,人 々は,見 舞 い に でか け る。 訪 問 者 は,相 手

が重 病 で あ って も,相 手 の 様 子 を た ず ね る形 式 を とる。 た とえば,

Sannu. Noye  6anndu maa wa'i? Noye  mba'daa? Kori bee daama? A  don 

 heBa  daano? Kori nii?

　　ご挨拶 もうしあげます。あなたの体の具合は?　 どうですか?　 よくなっていま

　　すか?　 眠れますか?　 どうですか?

　見舞いをうけた人は,病 状のいかんを問わず,た いへん肯定的な答をかえすことに

なっている。 しぽしぽ,病 人は,そ のような希望的な答のあと,死 んでしまうことが

ある。たとえば,

Alhamdu lillaahi. Daama. Bee daama Nyawu man hoyni. Koydum.

　 ア ッラ ーを賛 美 します 。 よ くな って い ます 。 よ くな って い ます 。 病 気 は,軽 くな

　 って い ます 。 問 題 は あ りませ ん 。

病 気 で あ った人 が,よ くな って 歩 け る よ うに な る と,人 は,次 の よ うにい う。
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　 　 Abaogtake　 naa?

　 　 起 き あが れ る よ うに な りま した か?

　 5.2.2.6.相 手 へ の 同 情 や,な ぐ さめ には,次 の よ うな こ とぽ が使 わ れ る

　 　 Alla　 hoynane.　 「ア ッラ ーが,あ な た のた め に(苦 労 を)軽 減 して くだ さ い ま

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　す よ うに 」

　 　 Alla　hoynu.　 「ア ッ ラーが,(苦 労 を)軽 減 して くだ さい ます よ うに」

　 5.3.別 れ の 文 句

　 挨 拶 を か わ した あ と,辞 意 を の べ る(ja66itaago)。 しぼ しぼ,「 わ た しは,あ なた

に い とま ごい を い た し ます(Mi　 ja66itake　 maa)」 とい った あ と,次 の よ うに いわ れ

る。

　 　 mi　dilli　 「わ た しは,い く」

　 　 mi　huuci　 「わ た しは,か>xる 」

　 　 mi　hooti　 「わ た しは,か>xる 」

　 た だ し,こ のmi　 huuciと い ういい 方 は,マ ル ア周 辺 で しか 使 わ れ な い 。　mi　hooti

は,西 方 方 言 に お い て 広 く使 わ れ る。

　 5.4.別 れ 際 の 相 手 の 祝 福

　 相 手 が,辞 意 を の べ る と,そ れ に た い しJお た が い が お た が い祝 福 しあ う。

　 　 Alla　hokku　 en　jam.　 「ア ッラー が,わ れ わ れ に 平 安 を 与 え られ ん こ とを 」

　 　 Alla　hawtu　 en　nder　jam.　 「ア ッ ラーが わ れ わ れ を 平 安 の うち に再 会 させ て くだ

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 さる よ うに 」

　 　 Alla　 yaaru　 yonki.　 「ア ッラ ーが,(再 会 の と き まで)命 を長 らえ た まわ ん こ と

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 を 」

　 　 Alla　doftu　kosde　 maa.　 「ア ッ ラーが,あ な た と と もに(<あ な た の両 足 の お供

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 を され ん こ とを)」

　 　Alla　yottine　j　am.　 「ア ッ ラーが,あ な た を 無 事 に つ か せ た まわ ん こ とを 」

　 　 Alla　tummbe　 cake　6ikkon　 maa　 jam.　 「ア ッラ ーが あ な た を,無 事 に あ な た の子

　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 ど もの 真 ん な か に お かれ ます よ うに」

　 　 Alla　wartire　j　am.　 「ア ッラ ーが,あ なた を無 事 に も ど させ た まわ ん こ とを」

　 　 Alla　tawne　yim6e　 maa　 jam.　 「ア ッ ラーが あ な た に,あ な た の家 族 を無 事 あわ せ
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　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た まわ ん こ とを 」

　 相 手 が,乗 りもの に の る と きに は,

　 　Njippaa　 jam.　 「あ なた が 平 安 の うち に 着 き ます よ うに」

　 相 手 と午 前 中 に別 れ る と きには,

　 　Alla　nyallin　j　am.　 「ア ッラ ーが,午 前 中 を無 事 す ごさせ た まわ ん こ とを 」

　 相 手 と夜 に別 れ る と きに は 〉次 の よ うに い う。

　 　Alla　hokku　 en　waalugo　 jam.　 「ア ッ ラーが,安 らけ き夜 を あ た え た まわ ん こ と

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 を 」

　 　 Jam　 waala.　 「安 らけ き夜 を 」

　 　Mbaalen　 nder　jam.　 「安 らか に,休 も う」

　 　Alla　finndin　en　jam.　 「ア ッラーが,わ れ わ れ を 平 安 の うち に 目ざめ させ て くだ

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　さ る よ うに」

　 なお,離 別 の と き,次 の面 会 を確 か め あ う とき には,次 の よ うな,表 現 を 使 う。

　 　 Sey　ni　see(fa.　 「す こ した った ら」

　 　 (Too,)sey　 yeeso.　 「(それ で は)次 の とき ま で」

　 　 Sey　fajiri.　 「明 朝 まで 」

　 　 Sey　janngo.　 「あ す まで 」

　 　 Sey　to　Alla　hawti　en.　 「ア ッラー が,わ れ わ れ を あわ せ た ま うまで 」

　 　 Sey　mawri.　 「来 年 まで 」

　 6.挨 拶 表 現 の こ と ば 遊 び

　親 しい も の ど う しが,挨 拶表 現 を も じ った こ とば 遊 び をす る こ とが あ る。 この よ う

な遊 び は,1980年 代 か ら街 で きけ る よ うに な った。 た とえ ば,Noye　 a　doon?「 お ま

え は,生 き て い るか?」 とい う,問 い に た い し,Mi　 doon「 わ た しは,生 きて い る」

と答 え る かわ りに,Mi　 doom「 わ た しは,乾 燥 して い る(=貧 乏 で お 金 が な い)」 と

い う。 通常AIIa　 sabbinane「 ア ッ ラーが,あ な た を長 寿 に い た ら しめ た まわ ん こ と

を 」 に た い し,Alla　 cabbi　 name「 ア ッラ ー が,棍 棒 で お まえ を 粉 々に され ん こ と

を」,ま た,Alla　 hokke　 jam「 ア ッラ ーが あ な た に平 安 を あた え られ ん こ とを 」 とい

うと ころ を,Alla　 hokke　 jamde　 e　jiiba.　Alla　hadee　jamde　 e　kosde「 ア ッラ ーが,あ な
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た の ポ ケ ッ トに金 属(=お 金)を あ た え た まわ ん こ とを。 ア ッラ ーが,あ なた の足 に,

金 属(=足 か せ)が つ くこ とを とめ られ ん こ とを」 な ど とい う。

　 いず れ の例 に も,本 来 い うべ き こ とぽ と,こ とば遊 び の例 の あ い だ に は,頭 韻 の存

在 が み られ る。

7.お 　 わ 　 り　 に

　以上,カ メルーン北部のフルベ族の挨拶の言語表現について記述報告をおこなった

が,こ れでこの研究がおわったわけではない。挨拶の研究を発展させるために,今 後

の課題を提示 しておきたい。

7.1.借 用語 と異 部族 との共 生

　 二 人 の フル ベ 族 が で あ った と きに,で あ い頭 に使 う,ア ッサ ラ ー ム ・ア レイ クム に

して も,use.　 laaleeに して も,西 方 方言 のsannuに して も,そ れ ぞれ ア ラ ビア語,カ

ヌ リ語,ハ ウサ 語 か らの借 用 語 で あ る。 東 西 両 方 言 圏 に 住 む,フ ル フル デ語 をは なす

遊 牧 民 ム ボ ロ ロ族 の な か に は,foo,　 hoo,　foofo,　akuな ど とい って で あ い の挨 拶 をか

わ す 。 これ らの こ とば も,他 民 族 か らの借 用 語 で あ る。 この こ とは,も と も と,フ ル

ベ 族 の挨 拶 とい う考 え 方 は,か れ らが,そ こ に居 住 す るた め に無 視 で きな い,他 部 族

との関 わ りの なか か ら生 まれ て きた こ とを しめ す 。 しか しな が ら,い つ ごろか ら,ど

こで,こ の よ うな 外 来語 が定 着 したか は,今 後 研 究 す る必 要 が あ る。

　 東 方 方 言 圏 に お け るuseの 多用 は,フ ル フル デ語 に お け る カ ヌ リ語 か らの,農 業,

住 居,食 料,商 業,社 会 関 係 な どに関 す る多 数 の語 彙 の借 用 と と もに,カ ヌ リ族 との

親 密,か つ,長 期 に わ た る接 触 を も のが た って い る。 い まま で,カ ヌ リ族 とフル ベ 族

との 関 係 に 関 す る研 究 は,け っ して十 分 で なか った が,こ の方 面 の研 究 が また れ る。

　 　 1

　 7.2.社 会変 化 と挨 拶

　19世紀初頭には じめられたイスラム教の聖戦は,各 地にイスラム教 と,王 政をもた

らした。王の住むところには,王 の家族を中心 とす る,「貴族」 と平民の階層を生み

だ した。また,聖 戦という名のもとに,奴 隷狩 りがおこなわれ,フ ルペ社会に多 くの

奴隷が流入 し,自 由人 と奴隷,解 放奴隷などの差が生まれてきた。聖戦の指導者たち

が,す ぐれたイスラム教師であったおかげで,各 地にモスクや コーラン学校がたてら

れた。こうして,イ スラム教に通 じた学のある人と,無 学の人 との差がでてきた。挨
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拶 を だ れ が は じめ るか,ま た,挨 拶 表 現 の 内 容 に,こ の よ うな ヒエ ラル キ ー の あ る複

雑 な社 会 背景 を よみ とる こ とが で き る。 お そ ら く,挨 拶 の 通 文 化 的 研 究 を す れ ぽ,カ

メル ー ン北 部 の フル ベ族 の挨 拶 は,複 雑 な タイ プに 属 す る とお もわ れ るが,こ れ は,

比 較 以 外 に 手 段 が な い 。 と りあ え ず,グ ー デ ィ　 【GoODY　 19721が,ゴ ン ジ ャ族

(Gonja)と ロ ダ ガ ア族(LoDagaa)の あ い だ で や った よ うな,北 部 カ メル ー ンの 非

イ ス ラ ムの 他 の 少数 部 族 との比 較 研 究 を した ら よい とお も って い る。

　 今 日,交 通 機 関 な どの発 達 に よ り,西 方 方 言 地 域 と東 方 方 言 地 域 に 双 方 の 人hが,

お た が い に い り くん で 住 む よ うに な って きた。 そ のた め,従 来 きけ な か った よ うな,

別 の 方 言 に よ る挨 拶表 現 が,予 期 で きなか った 場 所 で きけ る よ うに な った 。 独 立 後,

都 市 化 に と もな って,リ ン ガ ・フ ラ ンカ と して の フル フル デ語(fulfulde　 bilkiire)を

は なす 人 々が街 に 住 み だ した。 そ の た め,今 後,東 方 方 言 の挨 拶 の言 語 表 現 の 単 純 化

が 予 想 され る。 この 研 究 も また,宿 題 の一 つ で あ る。

　 マル アの 生 活 は,デ ィア マ レ地 方 の農 業,牧 畜 を基 礎 とはす るが,そ の 富 の 多 くは,

ボ ル ヌ地 方 との 交 易 に よ って もた ら され る。 商 人 た ち に よ って もた らされ る富 は,社

会 の上 下 関 係 に も う一 つ の 尺 度 を もた ら した。 と りわ け,一 方 が,他 方 か ら,な ん ら

か の恩 恵 を ひ きだ そ うとす る と きは,旧 来 の上 下 関 係 の無 視 がみ られ る とい う こ と も

お こ って くる(セ ネ ガ ル の ウ ォ ロ フ族 の あ いだ で類 似 の報 告 が あ る)。 これ は,贈 与

論 の立 場 か ら,ア プ ロー チす る こ と もで き るが,い つ どの よ うに して どん な挨 拶 をは

じめ るか は,複 雑 な 要 素 の か らみ あ い で きめ られ る。最 近 は,こ の 説,フ ロ ー ・チ ャー

トな どを使 った,図 式 化 が さか んで あ る[IRYINE　 1974;NADEN　 19801。 今 後 この よ

うな研 究 が増 え て くる こ とが 予 想 され る。

7.3.キ ネ シ クスの可能 性

　 フル ベ 族 の社 会 生 活 の 基 本 的 考 え方 は,フ ル ベ ら しさ(pulaaku)で あ り,そ の構

成要 素 の うち恥 を知 る心(semteende),礼 儀 正 しさ(ladabu)が,形 式 的挨 拶 表 現,

と相手 との あ い だ に距 離 を とる とい う習 慣 を 生 み だ して い る と考 え られ る。 しか しな

が ら,長 い あ い だ あ って い な か った親 しい も の ど う しが 抱 擁 す るな どは,こ の フル ベ

ら し さな どで は説 明 で きな い もの で あ る。 フ ルベ 族 に お け る距 離 の 感 覚,身 ぶ り,姿

勢 な どの挨 拶 行動 の キ ネ シ クス(kinesics)は,オ ーデ ィ オ機 器 を使 った 研 究 が 適 当

で は な い だ ろ うか 。
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