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手 の指 によ る数 の指示 法 に組 み込 まれ た

　　　　　　　　　　　　　　　　キプ シギ スの コスモ ロ ジー

小 馬 徹*

Both Hands, Society, and  Cosmos: Kipsigis's Cosmology Embeded 

           in Their Counting System on Fingers

Toru KOMMA

   The Kipsigis of Kenya have been using, as a tradition, deci-
mal notation. However, they hate and try to avoid counting 
not only their members but also domestic animals, just like many 
other east African pastoral peoples. This could be the reason 
why they seem to have had, at first, the notion of number 
simply consisting of just the most basic numbers from one to ten. 
This plain notion of number is closely linked with the verb's 
aspect system of the Kipsigis language, and their views of time 
and space. 

   In counting 1-5 on fingers, a Kipsigis uses the left hand 
folding the fingers one by one. The little finger represents 1; 
the third finger 2; the middle finger 3; the forefinger 4; the 
thumb 5. In counting  6  —10, he adds the fingers of the right 
hand to the left fist, one at a time. Now, the little finger 
represents 6; the third finger 7; the middle finger 8; the forefinger 

 9; the thumb 10. 
   According to old Kipsigis men, the most basic numbers of 

1-10, at the same time, imply something more than the notion 
of number. 1-5, which are shown by the thumb and fingers of 
the left hand, symbolise oneself (1), oneself and the other, which 
represents the community (2), conflictive situations existing 
between oneself and the community (3), harmonious situations 
existing between oneself and the community (4), and the com-

pletion of the cosmic harmony (5), respectively. In other words,
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the numbers represented by the thumb and fingers of the left-
hand (1-5) symbolise the development of one's consciousness by 
steps from self-orientated state to community-orientated state. 

   On the other hand, each of 6-10, which are represented by 
the thumb and fingers of right hand, just expresses linguistically 
that the indicated number is big and difficult to comprehend. 
Thus 10 (taman) literally means "It beats  me"  (  Taamenan). 

   Above all, 5 (mut) and 10 (taman) linked themselves with 
the notions of past, present, and future on which Kipsigis view 
time bases, as shown below. A transitive verb, mut, signifies 
i) to encircle, and ii) to cut something into two. When a man 

 `clenches a fist' (mumut) with the left hand , to connote 5, this 
divides the entire set of the basic numbers (1-10) into two, i.e., 
the already counted 5 (1-5) and the uncounted 5 (6-10). In 
Kipsigis amut, which can literally mean  'I cut it into  two  , is for 

yesterday. Mutai means morning in the Kipsigis language in 
general, and yet it means to-morrow in the northern Kipsigis 
dialect, just as in some other Kalenjin languages, including 
Nandi and Terik. In addition, mutai can literally mean  'the 
first (tai) five  (mut). Here making a fist for counting 5 is associated 
with a rotation of the sun, which causes day and night. And 
therefore closing both hands to count 10 is connected with the 
doubled rotation of the sun, and, as the result, with yesterday 

 (oin). Being the last number in the Kipsigis's basic numerical 
counting system, 10 is also connected with the day after tomorrow 
and the day before yesterday, which are the terminals in the 
Kipsigis's day-counting system. 

    Taman (10) shares the common stem tam with a word tam, 

which  means  'to become difficult' as an intransitive verb, and 
 `every day' as an adverb . Then, koyoin (i.e., the day after 

tomorrow) is closely associated  with  yoin  or  yoindet (i.e., the creator) 

which is usually referred as Asis. Asis is the Kipsigis's omnipotent 
God that can be the sun as its emblem. On the other hand, 

 oin (i.e., the day before yesterday) is closely associated with 
oindet, which means a dead ancestor. 

   In Kipsigis view of time, the two-tiered mutai  (tomorrow)/ 
koyoin (the day after tomorrow) set faces its counterpart, the 

amut  (yesterday)  Join (the day before yesterday) set, with ra or 
raini (i.e., today) between. The verb's time-aspect system rather 

faithfully reflects Kipsigis's view of time, for the two-tiered verb's 
future-aspect set of tomorrow and the day after tomorrow
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confronts the two-tiered past-aspect set of yesterday and the day 
before yesterday with a today-aspect between. 

   In Kipsigis, the view of time is highly infiltrated by that of 
space. Adverbs of time are formed on the basis of local adverbs. 
Space is divided into three strata, i.e.,  over there (at a remote 

place), there (out of reach of the speaker), and here (within reach 
of the speaker), with the last one as the starting point. The 
three strata are indicated by the suffixes, -i, -on, and -in, respect-
ively. Sets of pronouns also share a similar stratification. 

   Moreover, the binary opposition of koyoin (the day after 
 tomorrow)/oin (the day before yesterday) has firm association 

with another binary opposition of  east/west, through the inter-
mediation  of  yoindet (the creator God sensed through the  sun)/ 
oindet (dead ancestor, who is in charge of death in its clan) binary 
opposition. As the most important nucleus in the Kipsigis's 
symbolism, east represents the creator, the sun, sunrise, life, sky, 
future, and menfolk, whereas west represents ancestors, the 
moon, sunset, earth, past, and womenfolk. 

   All in all, the Kipsigis system of counting on fingers is 
considered to be well-embeded in their symbolism as a whole.
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は じ め に

　この論稿は,ケ ニアの農牧民であるキプシギス(Kipsigis)の 数とそれに関わる観念

を,以 下の目的に従って,様 々な角度か ら考究するものである。

　(1)数 詞体系及び,数 の観念 とそれに関わりをもつ諸慣行を記述 し,そ の歴史的変

　　化を洞察する。

　②　数の概念が,両 手の指を使 つて行なわれる数の数え方や数の指示の仕方と緊密

　　な観念連合を形成 していることを示す。

　(3)　1か ら10までの数の観念が,個 人観,両 性観,社 会観,及 び時間観と空間観の

　　表現の凝集的な核となっていることを示す。

　(4)両 手の指を用いて数を数えたり数を指示 した りする際に,人 々が上記(1)～(3)の

　　観念複合を,意 識に明示的(OVert)な 次元でも,隠 された(COVert)次 元でも感得

　　していることを示す。

　(5)以 上の作業を通じて,キ プシギスの コスモロジーの輪郭を体系的に概観する。

1.数 詞体系 の概略

　 南 西 ケニ ア の標 高1,400～2,300メ ー トル 程 の 高 原地 帯 に 住 む カ レ ン ジ ン(Kalenjin)

語 系 の農 牧 民 で あ る キ プ シ ギス の 人 々は,今 日,表1の よ うに 数 を 数 え て い る。 な お,

この うちelibutは,東 ア フ リカの 共 通 語 で あ るス ワ ヒ リ語 で1,000を 表 わ す 語 で あ る

elfuか らの 最 近 の 借 用 で あ る。

　 と こ ろで,表1に 見 る よ う な数 の 数 え方 は,必 ず しも キ プ シギス 独 特 の もの と言 う訳

表1キ プ シギスの今 日の数 の数え方の概略

1 agenge 

2 aeng' 

3 somok 

4 ang'wan 

5 mut 

6 10 

7 tisap 

8 sisit 

9 sogol 

10 taman

 11 taman ak agenge 
 19 taman ak sogol 

 20 tiptem 

 30 sosom 
 40 artam 

 50 konom 
 60 tamanwogik  lo 

 90 tamanwogik sogol 

100 bogol  {agenge] 
900  bogol  sogol 

1000  el  ibu  t

で は な い 。 た とえ ば,カ レ ン ジ ン語 系

諸 民 族 も,5進 法 に 基 礎 を 置 くポ コ ッ

ト　(Pokot)[BEAcH　 　1911:671　 は別

と して,ナ ンデ ィ(Nandi),ト ゥゲ ン

(Tugen),ケ イ ヨ(Keiyo),テ リッ ク

(Terik)な どの 各 民 族 が,発 音 な ど に

僅 かな 異 同 は あ る もの の,キ プ シギ ス

の もの に 近 似 した 数 詞 体系 を持 って い

る。

　 加 えて,カ レン ジ ン語 系諸 民族 が現
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図1言 及 す る 諸 民 族

凡例
Masai

Turkana

(下 線)南 ナ イ ル 語 系

(二重下線)カ レンジン語 系

在住 ん で いる地 域 の先 住 民 族 で あ る と考 え られ て お り,今 日で は カ レ ン ジ ン語 系 諸 民

族 と共 生 的 な 関 係 に あ る 狩 猟 採集 民 族 で あ る ン ドロボ(Ndorobo)の 一 派 オ ギ ィク

(Ogjyk)の 数詞 体系 も これ らの カ レ ン ジ ン語 系諸 民 族 の もの とほ ぼ 同一 で あ る。 それ

ばか りか,カ レ ン ジ ン諸 語 と 共 に 南 ナ イル 語(パ ラ=ナ イ ル語)系 に 属 す る マ サ

イ(Masai)諸 語 やル オ(Luo)諸 語 で も,幾 つ か の 数 詞 が キプ シギ ス語 の 数 詞 と,

音 声 的 に か な り良 く対 応 して い る と言 え る。 この事 実 は,た とえ ば,ジ ョ ンス トン

[JoHNsToN　 l902:921]な どに よ って,既 に 古 くか ら指 摘 され て い る と こ ろで あ る

(表2参 照)。

　 キ プ シギ ス語 の 数 詞 体 系 と近 隣 の 南 ナ イ ル語 系 諸 言 語 に お け る数 詞 体 系 との 類 似 は,
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表2　 キプシギス及び近隣諸民族の数詞体系

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80

 90 

 100 

 1,000

マ サ イ

    (m.), 
 nabo  (f.) 

Are 

Oguni (m.), 
 uni (f.) 

 Uriwan 
 eofiwan 

Amiet. imiet 

Elle 

Nabixiana 

Isiet 

 Nandw 
Tomon 

Tomon obw 

Tigitam 

Tomoni uni 

Artam 

Onnom 

 „ otomon 

„ obikitam 
 „ otomoni 
     uni

„ artam 

 Ip 

Ip tomon

バ リ

 Gelefi 

Morek 

 Musa  la 

Nwan 

Mukana 

Buken 

 Buren 

 Buda 

 Bofiwan 

Puwk 

Puon oto 
 gelefi 

 Meraui more 

 Pub meria 
  musala 

 Meria  fiwan 

Puo  meriafi 
 mukana

Awidi

Meria  pua 
 awidi

ナ ン デ ィ

 Akelige 

 Aeli 

 Scomco 

 Afiwan 

Mutu 

 LO 

Tessab 

Sisi 

Sokol 

Taman 

Taman 
 akagefige 

Tiptem 

 Sosom 

Artam 

Konom 

Bokol 

„ akonom 

 „ oen

 „ aksogol

 Poko1=-- 
  countless

ト ゥ ゲ ン

 Akerige 

 Oeil 

Swmok 

Anwan 

 Mutu 

 LO 

Tessab 

Sisit 

Sokol 

Taman 

 Kutipteni, 
 Tip  tem 

 Sos5m 

Artam 

Konom 

Bokol 

 „ akonom 

 „ oen

 „ aksogol 

 Pokol  = 
 countless

ド ロ ボ

Agenge 

Oen 

Somok 

 Aliwan 

 Miit 

 Ló 

Tessab 

Sisit 

Sogol 

Taman 

Taman 
 agagefige 

 Tip  tem

[JoHNsToN　 1902:921]に よ り作 成

個 々の 数 を 示 す語 の対 応 関係 に留 ま らな い。 キプ シギ ス語 で は,少 な く とも59ま で は

明確 な10進 法 を と る。 ま た,20,30,40,50が 特 有 の語 で示 され る反 面,60,70,8〔

及 び90が10を 単 位 と して,「10が6つ 」～ 「10が9つ 」 と表 わ され る。 この よ うな 数 の

進 法 と表 現 法 は,他 の カ レ ン ジ ン諸 語 ば か りで な く,近 隣 の 南 ナ イル 諸 語 の一 部 とも

共 通 して いる ので あ る。

2.方 法論 と問題の所在

2-1.方 法 の 概 略

ここで明確に しておかなければならないことがある。それは,筆 者がキプシギスの
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数詞体系について抱いている関心は言語に関わるものではあっても,決 して言語学的

なものではなく,あ くまでも民族誌学的な,あ るいは文化人類学的なものであること

である。それゆえ,,以 下の論述は,部 分的には,単 語の意味の分析など,一 見言語学

的とも言えるテーマに部分的に関わることになるだろう。 しか し,そ れは客観的な科

学としての言語学の次元のことではな く,キ プシギスの人々が自らの分析を納得し,

安んじて信 じているという意味での,言 語に関する社会的事実の次元に限定して展開

するものである。

　さらに,次 の事実にも率直に言及 しておく必要がある。筆者はキプシギスの人々に,

ある数がなぜ特定の数詞で名指されるのか,言 い換えれば,そ れぞれの数詞が数を

示すほかに,ど のような付随的な観念を意味内容 として指示するのかと尋ねた。青壮

年層の者は,大 抵の場合,ご く限られた断片的な回答 しか与えて くれなかった。筆者

にある程度纒まった説明を与えてくれたのは,彼 等が所属する年齢組からみて,80歳

以上と思われる老人達であった。中でも,ニ ョンギ大年齢組中のコスィゴ小年齢組の

生き残りである幾人かの老人達からは,多 くの事を教えられた。彼等 と幾度も繰り返

し行なった対話がこの論稿の基礎的なデータになっている1)。なお,コ スィゴ小年齢

組は,現 存する最古の年齢組であるが,複 数の記録が一致するので,こ の小年齢組が

開かれたのが1906年 であった[BARToN　 l923:60;DoBBs　 1921:56-57]と 考え

てほぼ誤らない。彼等の割礼時の平均年齢を低めに見積つて20歳 としてみても,彼 等

は,私 の調査時に,既 に90歳 を越えていたと推定できる。

2-2.　 「民 間語源 」 あ るい は 「語源俗 解」

　筆者がこの論稿で考察の対象としているのは,言 語学の立場からすれば,い わゆる

「語源俗解」あるいは 「民間語源」という概念に包括され得るものである。語源俗解

あるいは民間語源という用語には,言 語学的な低い価値判断が既に含まれている。 し

かしながら,人 々の心に働きかけ,社 会のあり方に作用を及ぼす力を持つのは言語学

的な価値において意味のある事実ではなく,現 実に言葉を生 きる人々にとって意味の

ある言語の事実のみであって,決 してその逆ではない。言い換えれば,言 語を生 きる

者にとって,重 大な意味を持つのは,言 語学的な説明や言葉の 「正確さ」ではなく,

1)筆 者 は,1979年7月 ～1980年3月,1981年7月 ～1982年1 .月,1983年11月 ～1984年3月,

ユ984年7月 ～同年10.月,及 び1986年9月 ～1987年3月 の5度,キ プ シギ スを中心 とす るカ レン

ジ ン語系諸民族の間で,民 族誌学的現地調査を実施 した。なお,最 初の2度 は,一 橋大学が文

部省 の科学研究費補助金(海外学術調査)を得て実施 した 「環ヴ ィク トリア湖地域 のエスノヒス

トリー手法による総合社会調査」(研究代表,長 島信弘一橋大学教授)の 一環 として,5度 目の

調査 は,日 本学術振興会 アフ リカ地域研究 セ ンター ・シニア駐在員と して実施 した ものである。
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言語の意味作用の社会的な有用さなのである。

　言語学が科学的方法によって抽出してみせる文法は,言 語生活に外在 し,あ くまで

も静止的な仮説であり,こ の意味において リトロスペクティブなもので しかあり得な

い。文法は人々の意識に内在 していない。ま して,比 較言語学的な煩環な分析も,ま

たその比較 の方法も,日 々変化する言語を生 き,か つそれを変化させながら日々を生

きる人 々が全 く与り知 らぬことである。まず,何 よりも先に言語の生 きられた現実が

あるのであつて,社 会に生 きる入々にとっては,そ れが言語の事実のすべてである。

　民族社会を研究の対象 とする筆者の視点もまた民衆の側にある。即ち、人々の生き

た言語の事実がいかにして社会の事実に働きかけ,ま た言語の事実がいかに社会の事

実によって働きかけられ,活 かされているのかを,キ プシギスの数詞体系をめぐる諸

観念を例として考察することこそが,こ の論稿のテーマである。

　 「語源俗解」として言語学的に一括される言語現象に注 目するならば,そ れにも様

々な次元のものがあることに気付かざるを得ない。鵜が捕えてはみたものの,い ざ飲
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 たなこ

み込 もうとして難儀するから,「 鵜難儀」 が鰻の名の由来であると店子に説いてみせ
　 　 　 　 　 　 おおや

るのは落語の大家であるに しても,こ の手の語源俗解とて必ず しも珍 し くはあ るま

い。たとえば,田 中克彦は,「民衆は文字も歴史も知らず,… 現に日々使っている自

前の材料であらゆる語源 を解釈するという公平さを持っている」[田 中　 1980 .:36]

と述べ,こ の種の素朴な言語感覚を決 して笑 ってはならないと戒めている。それは,

「ある新 しいことば,聞 きなれぬことばが民衆のあいだにひろく受け入れられて根を

おろすには,こ のような音の象徴力と,そ れに対する共時感覚のささえなくしては行

なわれない」[田 中　1980:36]か らである。

　筆者にとって重大なのは,「 俗解」 の言語学的妥当性あるいは 「こじつけ」のメカ

ニズムの解明ではない。む しろ,あ る 「俗解」が生み出される当該の社会的 コンテス

トそのものが持つ文化的な意味の大きさと,そ の 「俗解」が人々に与えるイル ミネー

ションの大 きさとである。

　 この事実は,我 々日本人 自身の言語 一社会生活に纒わるエピソー ドを振 り返ってみ

る方が,実 感として,よ り容易に理解で きるに違いない。そこで,次 節で,1,2の

例を取り上げてみよう。

2-3.　 「民 間語源 」 の文 化 ・社会 的 イ ンパ ク ト

　 『北 条 五 代 記』 に は,次 の よ うな記 述 が あ る。 北 条 早 雲 の 長 男 氏 綱(1486-1541)が

あ る時 小 原 沖 合 で舟 遊 び を して いた と ころ,一 尾 の カ ツオ が,彼 の乗 って いた 舟 に 飛
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び込んで来た。氏綱は,こ れを見て,カ ツオはカツウオ(勝 つ魚)に 通じるから吉兆

に違いないと言 って,そ の場で酒肴をもって祝 った。それから時をおかずに兵を整え

て武蔵の国に攻め入 って大勝利を収めた。

　ところで,カ ツオはサバなどと同様,死 後,速 かに鮮度が落 ちる魚種なので,保 存

技術の発達していなかった戦国時代の関東地方では,生 食魚としては顧 られず,む し

ろ食中毒を起す 「毒魚」として退けられていた。ところが,氏 綱のこの時の大勝利を

転機として,遂 に縁起の良い鮮魚として,関東地方の人々の間で広 く珍重されるように

なったのである。カツオは,後 には,「 目には青葉,山 杜鵤,初 鰹」と句に読まれる,

初夏の代表的な風物詩 とさえなり,こ の季節の旬の味として庶民の間にも定着する。

妻を質においても初ガッオを食べたと言 う粋な江戸っ子の風俗は,今 日でも広くちま

たに知られているところである。

　 このように,い わば児戯にさえ似た単純な 「語呂合せ」ない しは言葉遊びが,我 国

の社会風俗に大きな影響を与えた例は枚挙に暇が無い程であるが,次 に,も う一例を

挙げるに留めよう。

　古代,そ の強い香気 が邪気 ・毒気を払 うとされたサ トイモ科の ショウブはアヤメ

〔グサ〕と呼ばれていたが,平 安期には,端 午の節句にそれを軒端に吊り下げる風習が

宮廷で定着するようになる。この頃には,た とえば 『蜻蛉 日記』からも窺えるように,

この植物は,シ ョウブと呼ばれるようになっていた。宮中のこの習俗がやがて民間,

特に武家の間に広まると共に,シ ョウブの音が尚武あるいは勝負に通 じると解されて

喜ばれるようになる。室町期には,端 午の節句にショウブを根 ごと湯に浮べて入るシ

ョゥブ湯を焚 くようになる。 また,魔 除けとして,鎧 にショウブ紋様をあしらった

り,兜 の鍬形(前 立)を ショゥブに象ることも行なわれた。江戸期には,シ ョゥブは

文芸や工芸の領域でも良 く取り上げられるようになる。だが,こ の時期になると,目

立たない花を付けるショウブとは対照的に,あ でやかな花を結ぶアヤメ科のハナショ

ウブ,カ キッバタ,ア ヤメなどと往々混同されているのである。

　 この例は,外 来語の導入時に限らず,ひ とつの語が歴史がもたらした新たな文化状

況の中で絶えず再解釈を受けながら,意 味内容を変容 しつつ生命を更新 してゆくこと

を示す好例となっているだろう。

　 田中克彦は,こ とばが成長してゆく原動力のひとつとして,こ とばの由来を忘れる

ことをあげたホイットニーの立場を支持 し,か つ敷街 して次のように述べている。「民

衆語源は生命のかれた残存語源に致命傷を与えてこれを打ち破り,自 分の都合が必要

とする新 しい秩序をことばにあてがいながら,絶 え間な く維持 してきたので ある」
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[田 中　 1980:38]。

2-4.　 数 の観念 と 「民 間語源」

　 翻 って,こ こで 再 び,数 詞 の 「語 源俗 解 」 が あ る社 会 に お い て担 う意 味 の あ り方 に

つ いて 考 え て み よ う。 日本 で は,何 時 の 頃 か らか,「 ヒイ,フ ウ,ミ ー,ヨ ー,イ ツ,

ム ー,ナ ナ,ヤ ー,コ ノ,ト オ 」 とい う古 い 数 の数 え 方 の体 系 が,漢 文 化 の 影響 の も

とに 漢字 と共 に 中国 か ら輸 入 され た 「イ チ,二,サ ン,シ,ゴ,ロ ク,シ チ,ハ チ,

ク,ジ ュ ウ」 とい う薪 しい数 え 方 と並 行 して 用 い られ る よ うに な り,や が て 後者 に主

要 な地 位 を 明 け渡 して しま った。 そ れ と共 に,音 の共 通 性 を媒 介 と して 「四 一死 」,

「九 一苦」 の 観念 連 合 が生 じた。 これ らの 単 純 な 連想 に 基 づ く観 念 連 合 は,し か しな

が ら,必 ず しも小 さ くな い影 響 を 日本 社 会 に与 え た の で あ る 。 それ は,た とえ ば,病

院 に は4や9の 番 号 の 付 く棟,階,病 室 を設 け ない 慣 行 な ど の 中 に,今 日で も根 強 く

生 き続 けて い る2》。

　 「イ チ,二,サ ン,シ,ゴ,ロ ク,シ チ,ハ チ,ク,ジ ュ ウ」 とい う数 詞 体 系 は,

日本 に限 らず,中 国 文 化 の 影 響下 にあ った 多 くの 民 族 に 伝 え られ た ば か りで な く,た

と え ば チ ベ ッ トで,今 日で も 日本語 とほ とん ど変 らない 発 音 で 用 い られ て い る事 が知

られ て い る。 しか しなが ら,今 日の 日本 で見 られ る上 記 の 禁 忌 風 俗 は,日 本社 会 の

固 有 の 歴 史 と文 化 的脈 絡 の 中で 培 わ れ,伝 承 され て来 た もので あ るか ら,今 日の チ ベ

ッ ト社 会 に 同 様 の禁 忌 習俗 を見 出せ る とは必 ず し も予想 で きな い。 結 果 的 に,類 似 の

禁 忌 習俗 が見 出 され た と して も,そ れ は,伝 播 の観 点 か らよ りも,む しろ,チ ベ ッ ト

の 文 化 社 会 の 固有 の テ ク ス トに お け る民間 語 源 の歴 史 的展 開解 明の 努 力 を 通 して 理 解

され な けれ ばな らな い と信 じる3)。

　 筆 者 が 本 稿 で テ ーマ と して 取 り上 げ,論 じよ うとす るの は,要 す るに,必 ず し もあ

る社 会 の 数 詞 体 系 の言 語 学 的方 法 に よ る語 源 の解 明 で もな けれ ば,そ の通 文 化 的比 較

2)こ の数観念 に纒わ る風俗 あるいはr迷 信」 は,最 も合理的な人格を持 ち,日 頃迷信か ら縁遠

く,そ れに超然と した態度を ライフスタイルと している人 々に も,あ る特別な状況では精神 的

な重圧 を与え得る。たとえば,吉 行淳之介は,数 日前に入院患者が病没 して空いたばか りの13

号棟4号 室へ移るに当って病院側 から承諾を求 められた際 の,い ささか当惑 した気分を隠 して

いない一吉行淳之介,『軽薄のすすめ』(角 川書店)120-126頁,1973年 。

3)た とえば,韓 国・朝鮮語において も,四 と死の発音が同 じであることか ら,四 が死 に通 じると

し,病 院ばか りでな く,商 業 ビルやアパ ー トなどでも四号室,四 階,四 号棟を省いた り,あ る

い は四の表示を英語fourの 頭文字であ るFで 代用す る禁 忌習俗がある事が良 く知 られている。

　 この場合で も,よ り重要 なのは,こ の習俗 と日本 の習俗 との類似を指摘す ることではな く,

韓 国 ・朝鮮 の文化の コンテクス トにおいて,四 をひとつの構成要素 とする数 の体系が,全 体 と

して,他 の重要な諸観念 と結び付 きなが ら一貫 した意味の複合を形成 しているかどうかを考究

す ることであるに違いない。
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研究でもない。それはひとえに,数 詞体系が,当 該社会の文化的脈絡において,社 会

的に重要なそれ以外の諸観念とどのような観念複合を形成しているかを,民 族誌学的

に考究することである。

　 ところで,規 範という視点からすれば乱れで しかない変化の過程こそがまさに言語

を体系的に組みかえて行 く法則的活動であり,そ れゆえにより自然な活動であるとす

る田中克彦は[田 中　 1978:27],同 じ立場から,民 間語源の共時的体系性について

も,次 のように明快な言質を与えている。「ことばの生 きたかたちとは,ま さに連想の

網の目によって,こ とばの一つ一つを逃げないように,し っかりとつなぎとめる,没

歴史的なこころのはたらきから現われ出るのである」[田 中　 1980:37]。 田中のこの

ような言語観 と言葉の生 きた力に至ろうとする方法論は,そ のまま本稿が言葉に関わ

ろうとする志向の基礎を成すものであることを,こ こであらためて確認しておきたい。

　 日本の数詞体系では,4,8,9　 　 さらにあえて付け加えれば,77(一 喜),88(一

米),99(白),及 び キリス ト教の影響による13　 という特定の数だけが個別的に他

の観念と複合 しているに過ぎず,各 々の数詞が数以外に指示 している意味内容が,互

いに響 き合い,絡 まり合 うことによって,数 詞体系の全体または少なくとも基本的な

部分が,他 の社会的に重要な諸観念と結合 し,一 貫性を持った意味の複合体系を形造

ってはいない。手の指を用いて数を数えたり指示 したりする時の手と指の形象もまた,

日本では他のいかなる観念にも直接的に結び付いていない。

　一・方,キ プシギスでは,数 詞体系の語源俗解が各数詞に個別的な数詞外的な意味を

付与するに留まらず,そ れ らの数詞外的な意味が,相 互に密接に関係付けられて,世

界観や宇宙観と良 く調和 し反響 し合い,複 合的で一貫 した意味の体系を生み出してい

る。その結果,キ プシギスでは,数 を数えたり指示する事が取りも直さず,明 示的に

であれ潜在的にであれ,同 時に世界観の認識に繋がり,そ の表現ともなっていると言

えるのである。筆者の関心は,ま さにこの事実を明らかにする事にある。

3.基 本 的な数詞 に結合 した諸観念

3-1.　 手 の指 によ る数 の表 わ し方

　キプシギスの人々は,数 を数える場合,あ るいは数に言及する場合に,し ばしば手

の指を折って当該の数を手と指の形象でも同時に示そうとする。この時,左 手の小指

から順に1本 ずつ指を折 り畳んでゆく。即ち,掌 を上に向けて開いた左手の小指を1

本折 って1を 示 し,そ れから2,3,4を 指示するために,薬 指,中 指,人 差指と順
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に指を1本 ずつ折 り加えてゆき,最 後に親指を折 って拳を作 り,5を 示す。次に,左

手をこのままの状態に保つて,同 じく掌を上に向けて開いた右手の小指を1本 折って

6を 示す。同様に,親 指の側へ向って薬指,中 指,人 差指を1本 ずつ折り添えて7,

8,9を 示 し,両 手の握り拳で10が示される。両の拳をごく軽 く2,3度 打ち合せて

10を 強調する人もいる。

　各々の数を指示する指はこの仕方と全 く同じだが4),空 いた方の手の人差指または

人差指と中指を揃え,そ の指先を,指 示されるべき数を表わす指の腹に押 し当てて,

順々に数を数えたり,数 を指示 したりする仕方もある。加えて,空 いた方の手で,数

を表示する反対側の指を1本 ずつ包み増 してゆ く表現方法も見られる。

　 11以上の数を手と指,あ るいはそれに代る何かで表わす方法は知られていない。11

以上の数を手の指を用いて数える時には,そ れ以前に数えて来た10を帳消 しにして,

再 び左手の小指へ戻 って数え続けるしかない。

3-2.　 1(agenge)の 表 わ す 観 念

　 《老 人 達 の説 明 》

　 (両 手 を 上 げ て)最 初 に は 何 も無 い(Mami　 ki)。 あ るい は,誰 もい な い(Mami　 chi)。

「そ して 」(ak),「 自分 自身 」(ge)の 「も とに」(en)あ る。 つ ま り,1(agenge)と は,

自分一 人 だ けが在 ると い う こ とだ。

　 《分 析 》

　 akは,順 接 の 接続 詞 。　enは,英 語 のat,　 in,　by(ncar)な ど に相 当す る前 置 詞 で あ

り,geは,英 語 の ～selfに 当 る再 起 代 名 詞 で あ る。

　 と ころで,前 言 が 無 くて,発 話 の 冒頭 に い き な り 「そ して」 や``And"が 出て 来 る

とす れ ば,日 本 語 や 英 語 で は 用 法 上 奇異 で あ ろ う。 しか し,キ プ シギ ス語 を 初 あ とす

る カ レ ン ジ ン諸 語 で は,そ の 発話 に 先 行 す る行 為 や事 象 が 話 者 に よ って 意 識 され て お

り,話 者 が その ことを 相 手 に 気 付 か せ よ う とす る心 理 が 働 く場 合 に は,発 話 の 冒頭 に

4)ポ リスは,ル ムブワ(Lumbwa)人(即 ち,キ プ シギ ス人)が,数 を数え る際に足 の指 も動

員す ると述べている[iHoLLIs　 1909:88.　note　l】。 だが,筆 者は,足 かけ10年 以上にわた るキ

プシギスの人 々との付 き合 いの中で,ポ リスの この記述を裏付け るいかなる資料を得 ることも

できなか った。

　 また,彼 によれば,ナ ンデ ィ人 は,マ サイ人 と同様,各 数を指の複雑 な形 と身ぶ りとで示す

とのことである[HOLLIs　 l909:88]。 キプシギスで は,こ のよ うな ことも全 く観察されてい

な い。ただ し,ナ ンデ ィ人に限 らず,キ プシギス人やテ リック人の場合 も,牛 の仲買人は,様

々な数を表示す る符牒 として複雑な指の形 を身振 りと複合 して用いて いる。 しか しなが ら,そ

れ らの符 牒は,一 般の人 々の与 り知 らないものである し,そ れ らと世界観 との繋 がりも見出せ

ない。
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「そ して」 を意 味 す る接 続 詞 磁 が 当 然 の こ と と して用 い られ る。 た とえ ば,ナ ンデ

ィで は,あ る年 に最 初 に 播 種 す る時,播 き手 が ま ず 種 に塩 を ま ぶ し,そ れ か ら種 を 播

きつ つ,``Ak-・o-siek-u-o-chok-chi."(「 そ して,早 く育 って お くれ」)と 哀 切 な声 で

歌 う,と ポ リス が 書 い て い る[HOLLIs　 1909:19]。

　 老 人 達 の,も う ひ とつ の 有 力 な 説 明 は,anagen(by　 myself;Ialone)がagengeに

変 化 した と言 うもの で あ る。 因 み に,ナ ンデ ィ語 で は,同 じ意 味 を 表 わ す語 はanege

で あ り一 層agenge(ナ ンデ ィ語 で も同 じ)に 近 い 発 音 で あ る。 あ る い は,こ ち らの 説

の 方 が 一 層 説 得 的 で あ るか も知 れ な い 。 いず れ に して も,両 方 の 説 が 言 お う と して い

る こと は 同一 で あ る。

　 anege(n)自 体,　ane(一 人 称 代 名詞 主 格)-en[9'](by)-ge(self)と い う構 成 を も つ

と分 析 で き る語 で あ る。 即 ち,最 初 に示 した老 人達 の説 明 は,意 図せ ず して,後 で 紹

介 した説 を一 層 踏 み込 ん で 説 明 して い る訳 で あ る 。

3-3.2(aeng')の 表 わ す 観 念

　 《老 人 達 の説 明 》

　 「私 が」(a)「 誰 か」(chi)ま た は 「何 か 」(ん切 の 「も とに 」(eng')い る。 つ ま り,

2(aeng')と は,自 分 が誰 か,ま た は(家 畜 な ど)何 か と共 に あ る状 態 の こ とで あ る。

「誰 か 」(chi)ま た は 「何 か 」(kiy)は,日 常 会話 で も``Mami　 chi'(誰 も い な い/誰

か が い な い)と か``Mami　 kiy"(何 も無 い/何 か が 無 い)と 言 うべ きと ころ を し ば

しば``Mami."と の み言 って,　chiやkiを 省 くの と同 様,2(aeng')の 場 合 に も省 か

れ て い る。eng'は,古 い 歌 でen(at,　 in,　by)と 同 じ意 味 で 用 い られ て い る通 りだ 。

　 《 分 析 》

　 老 人 達 の 言 う通 り,eng'は,キ プ シギス の 儀 礼 の 言 葉 や 古 い 歌 謡 な どの 中で,往 々

飢 の 代 りに 用 い られ て い る。 また,そ れ ばか りで な く,キ プ シ ギ ス語 で も,ナ ンデ

ィに 隣 接 す るベ ル グ ー ト地 方 の 一 部 の方 言 や,ナ ンデ ィを初 め とす る北 部 の カ レン ジ

ン語 系諸 民 族 の 言語 で も,enで は な くeng'が,英 語 のat,　 in,　byな ど に相 当す る前

置 詞 と して 用 い られ て い る。 な お,伍 は 一 人 称 単 数 主 格 接 頭 辞 で あ る 。

3-4.　 3(somok)の 表 わす観念

　 《老 人 達 の 説 明 》

　 3(somok)は,「 学 ぶ 」 を 意 味 す るsomか ら出 て い る。 左 手 の 小 指 か ら順 に1本 ず

つ指 を折 って,1,2と 数 え,3ま で 来 る と,人 差 指 が 突 き出 され た ま ま残 る。 これ
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は,そ の ま ま,人 か 何 か を 指差 す 時 の手 の 形 だ 。

　 知 って の 通 り,人 間 は おろ か 家 畜 を指 差 す こと も ひ ど く忌 み嫌 わ れ る行 為 だ 。 そ の

よ うな 行 為 を す れ ば,ng'wan(に が い 状 態)に な っ て,家 族 や 氏族 に不 幸 を招 か ず

に は い な い。 自分 達 が 子 供 の 頃 に親 か ら,指 を1本1本 折 りなが ら,数 の 数 え 方 を

教 わ った 時 に,3ま で 数 え 進 む と,親 達 が,も し人 や 家 畜 を 指 差 し た り す れ ば,

ng'wan(に が い 状 態)に な って 家族 を不 幸 に 陥 れ る こ とに な る か ら,間 違 って もそ

ん な こ とを しな い よ う,良 く肝 に銘 じて お くよ うに と諭 した もの だ。

　 そ して,3は 不 吉 な数 字 で あ り,女 の 数 字 で もあ る こ と,こ れ とは対 照 的 に4が 最

も幸 運 な 数字 で あ り男 の数 字 で あ る と され て い る こ と,さ らに,こ の 意 味で3と4が

一 対 で 不可 分 の数 で あ る こ と も教 え られ た
。3(somok)と4(ang'wan)は,こ の よ う

に 対 に な った 特別 の数 なの で,1か ら10ま で 声 を 出 して 数 え る 時 に,3と4と の 間 で

息 を 継 が ず,``somok-ang'wan"と 一 息 に数 え る。 だ か ら,　somokの 語 尾 一〇kは,「 そ

して」 を 表 すakだ 。　akは,往 々okと 発 音 され て いる。30(sosom)も3(somok)と 同

じで,「 学 ぶ 」(som)か ら 出た の だ ろ う。

　 《 分 析 》

　 キプ シギ ス の 間 に は,モ ン セ ッ ト(mong'set)及 び マ ニ セ ッ ト(man1set)と 呼 ばれ る

概 念 が あ る。 マ ニ(many)と い う動 詞 は,故 意 に,あ る い は不 注 意 か ら何 かを 賞 め て し

ま った た め に,そ の 結 果 と して 何 か 良 か らぬ こ とが賞 めた 対 象 に降 りか か る こ とを 意

味 内容 とす る動 詞 で,マ ニ セ ッ トは,そ の行 為 を指 す 名詞 で あ る。 モ ン セ ッ トとは,

ま だ実 現 しな い事 を 前 も って 喜 び と して しま う慎 みの 無 い 感 情 や,そ れ を 口に して し

ま う思 慮 を欠 い た 行 為 を 内容 とす る概 念 で あ る。 この よ うな不 穏 当な 感 情 や 行 為 は,

過 剰 を 露 呈 して しま い,そ の結 果 と して,何 者 か の 反 感 を 買 わ ず に は い な いの で,家

族 な ど に不 幸 を 招 か ず に は い な い し,実 現 す る はず だ った喜 びの 種 が 実 現 しな くな?

て しま う と考 え られ て い る。

　 モ ン セ ッ トとマ ニ セ ッ トの概 念 の説 明 か ら既 に明 らか な よ うに,キ プ シギ ス の文 化

で は,そ れ が 自分 の もの で あ ろ う とな か ろ うと,子 供 や 家 畜 の 数 の 多 さ や質 の 良 さ を

賞 め た り,そ れ を 誇 った り,病 人 や怪 我 人 の 回 復 を 請 けあ った りす る こ とは,厳 し く

忌 む べ き こ とだ と され て い るの で あ る[小 馬 　 1983b:78-79]。

　 キプ シ ギ スは,上 記 の よ うな観 念 の ゆえ に,子 供 や 家 畜 の 数 を 数 え る こ とを 忌 む の

で あ る。 ま して や,指 差 しな が ら勘 定 す る こ とな ど,も って の ほか だ。 これ に似 た 考

え 方 は,東 ア フ リカ の牧 畜民 や農 牧 民 に広 く見 られ る。 た とえ ば,ガ リバ ーは,ト ゥ

ル カ ナに つ い て,次 の よ うな見 解 を述 べ て い る[GuLLIvER　 1958:262]。
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　 トゥルカナ達 は,ア ルーシャ(Arusha)に 比べて遙 かに大 きな家畜群を擁 して いるのだが,

大概の牧畜民 と同様,家 畜 の頭数を数えたりはしない。というのは,彼 等 は視覚によ って 自

分 の家畜を熟知 しているので,わ ざわざ頭数を勘定する必要がないか らだ。 トゥルカナが,

家畜達が囲いの中にいようと牧地にいようと,家 畜群の個体数を数えようと思 って もみない

の は,儀 礼で集ま る場合 に彼等の拡大家族の メンバーを数えあげようとは思い もよ らないの

と同 じことな のである。

　ガ リバーのこの説明の後半部における分析は,そ のままキプシギスについてもあて

はまる5)。他人の子供や家畜を目で数えるだけで も,否 それどころか,彼 等に じっと

目を留めているだけでも,人 々の怪訝 な視線を誘わずにはいない。時には,妖 術使い

の嫌疑をかけられることにもなる。だから,他 人の家畜を指差 した りするのも厳に慎

むべきだ し,あ る特定の人物を指差すのは,容 易ならざる事とされている訳である。

　因みに,キ プシギスの間では,握 手を媒介 として行なう間接的な呪詛(chubisiet)が

知られている。 「握手する」という意味の語katgeは,他 人に対 してある行為をしな

ければ済まないようにすることを意味する動詞katの 再起形である。 キプシギスでは,

挨拶には必ず握手が伴 うので,katgeは,挨 拶することで もある。 挨拶一握手は,必

ず年長者から発意 して年少者に向つて行使される。年少者は,必 ずそれに応えなけれ

ばならないけれども,年 少者から年長者に対 して挨拶=握 手を しかけることは,年 長

者に対するこの上ない侮辱である。それゆえ,握 手を媒介とする呪詛も常に年少者を

対象 とする。 この無言の呪詛にも,子 供を数える行為が組み込まれている。

　 ここでひとつの事例を示そう。1983年 にアラップ ・チェブニ ョの息子が,盲 いた老

父に内緒で彼の土地を売却 し,遠 方に別の土地を取得 した。そのことを知って,故 地

に居坐 って動 こうとしないアラップ ・チェブニョをなだめて連れて行 くために,息 子

は,新 たに買った土地は西洋混血種の牛が飼える良い土地なので牛乳に事欠 くことが

ないし,現 に自分も既に同地で西洋混血種の雌牛を買い求めて飼い始めていると嘘を

ついた。アラップ ・チェブニョは,移 住後,息 子の嘘に気付 くと,あ る日息子を呼ん

で握手を求めた。息子は,父 親の底意をそれとなく察 してた じろいだが,拒 むことは

できない。 アラップ ・チェブニ ョは,「 どうした,お 前の手は。 まるで墓から出て来

たばかりのように冷たいじゃないか。」 と息子に問いかけながら,自 分の右手で息子

の右手の指を小指から1本 ずつ順に握 っていった。通常,握 手は,ヨ ーロッパ人 と同

5)ハ ンティ ングフォー ドは,カ レンジ ン語系諸民族 の中で もキプシギ スと最 も近縁であ るナ ン

デ ィについて,エ チオ ピアのガ ラ(Galla)と は異 な って,彼 等は,植 民地政府 が牛を数えあげ

たり,烙 印を押す ことに異議を唱えないと述べている[HuNTINGFoRD　 l950:114]。 しか し,

筆者 自身の調査か らして も,こ の記述 を鵜飲みにする ことはできない。

　 なお,ポ リス は,ナ ンデ ィ人の間では,人 は数え られ ると死 ぬので数えてはな らないが,牛

は数えて も大丈夫だ と信 じられていると記 している[HOLLIs　 l909:89]。
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じよ うに す るか,あ るい は,相 手 の親 指 と他 の4本 の 指 全 部 を 交 互 に握 り合 う。 ア ラ

ップ ・チ ェ ブニ ョが 行 な った の は,息 子 の 子 供 達 に 対 す る呪 詛 で あ り,息 子 の子 供 達

が 一 人 一 人 死 ん で墓 に埋 め られ か し,と い う含 意 を も って い る。数 日後,そ の年 に割

礼 され る予 定 で あ った 男 の子 が突 然 死 に,そ の 後 女 児 が,次 い で 男児 が死 ん だ。 その

後,他 の 子 供達 も全 員 が病 気 が ちで あ る。

　 筆 者 は,キ プ シギ ス の 人 々 の間 で 調 査 を 始 めて 間 も無 い 頃,言 語 能 力 の 不 足 か ら,

あ る ビ ール ・パ ーテ ィに偶 々 同席 して い た 顔 見 知 りの 隣人 に うま く言 及 で きず,も ど

か しさの 余 り,そ の人 物 を指 差 して 言 及 した こ とが あ った 。す る と,そ れ まで 傍 の 友

人 達 と静 か に歓 談 しな が ら ビール を 楽 しん で い た そ の 人 物 が,や に わ に席 を 蹴 つて

立 ち上 って,烈 火 の 如 き怒 りに身 を 焼 きな が ら筆 者 を 睨 み据 え た。 オ ー チ ャー ドソ

ンが 適 切 に述 べ て い る通 り,キ プ シギス は 何事 に 対 して も慎 み深 く,温 和 な人 々だ

[ORcHARDsoN　 l961:34-43]。 特 に,キ プ シギ スの 人 々が,ど ん な に 疲 れ 果 て て い

る 時 で も疲 れ た素 振 りを 見 せ ず,微 笑 み を絶 や さず,そ して 決 して ユ ーモ ア を 楽 しむ

心 の ゆ と りを忘 れ ない 事 と共 に,彼 等 が い か な る状 況 に お いて も,め った に 怒 りを 露

わ に しな い事 は,筆 者 に も深 い感 銘 を 与 え て い る。 それ ゆえ に,か の 隣 人 が 突 如激 昂

した 時 に は,筆 者 は度 を 失 わ ん ばか りに 驚 い た。 当時,筆 者 は,キ プ シギス の 暮 しに

ま だ 良 く通 じて い な か っ たが た めに,ま ま,思 い が け な い失 敗 を す る こ と もあ った も

の の,キ プ シギ スの 人 々は 何 時 も笑 って大 目に見 て くれ て い た 。 いや,む しろ ま だ一

人 前 扱 い され て い なか った とい う方 が真 相 に近 い だ ろ う。 しか し,人 を 指 差 す とい う

行 為 だ け は その 例 外 で あ る こ とを 学 ば され た ので あ る。

　 キ プ シギス 語 で は,親 指 は 「大 きな指 」(si　et　neo)あ る い は 「大 きな手 指 」(s2i　et

neo nebo eut)と い う説 明 的 な仕 方 で 言 及 され るだ けで,た とえ ば英語 のthumbに 当

る,親 指 を 指 す 特 定 の 単語 は 存在 しな い。 これ に 対 して人 差指 に は,小 指(chopkilot)

と共 に,そ れ 自体 を 指 す 特 定 の語 が 存在 す る。

　 小 指(chePkilot)の 語 源 は 不 明 だ が,人 差 指 を意 味 す るkolindetか ら単数 名詞 を指 示

す る接 尾 辞 で あ る 一一一detを除 い たkolinは,「 侮 辱 」 あ るい は 「冷 笑」 を 意 味す る 名詞

で あ り,そ の ま ま の 形 で 「侮 辱 す る」 また は 「冷 笑 す る」 を 意 味 す る 他動 詞 と して も

用 い られ る。kolinの 語 は,　ko(繋 辞)一・olin(あそ こ,あ ち らの 地 域)で あ る と分 折 す

る こ とが で き る。 つ ま り,kolinの 原 意 は,何 か が あ る場 所 にあ る と指摘 す る ことで

あ る。kolinに 単数 名 詞定 形 で あ る こと を表 わ す 接尾 辞 一detを 付 け た形 で あ るkolindet

は 人 差 指 を 意 味 す る と共 に そ の人 差 指 を突 き 出 して 誰 か,あ る い は何 か を指 差 す人 物

自身 を も意 味 す る し,ま た比 喩 的 に は,言 わ ず もが な の 穿 墾 を して は物 議 を醸 しが ち
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な人物をも表わしている。kolindetと陰ロを叩かれるのは,極 めて屈辱的なことである。

　キプシギスでは,手 の指を折 って3を 示す手の形象は,こ のように何かを故意に指

差 しておとしめようとする時にする手の形 と同じものであると考えられているのであ

り,3と いう数はその行為によって代表される反社会性とも固 く結び付けられてイメ

ージされているのである。

3-5.4(ang'wan)の 表 わ す 観 念

　 《老 人 達 の 説 明 》

　 4(ang'wan)は,「 も う苦 味 は な い」(ama　 ng'wan)の 意 味 だ。 ヒ ト(murenet,既 ち

イ ニ シ エ イ トされ た 男 性)た る者 は,時 に は,自 分 の 感 情 を 抑 え て 世 の 中の 調 和 を 慮

り,自 己犠 牲 に甘 ん じて で も,常 に 慎 み深 く行 動 しな けれ ば な らない 。 さ もな い と,

「に が く」(ng'wan)な る。 だか ら,た とえ ば,間 違 って も他 人 や他 人 の 家 畜 を 指 差 す

よ うな道 理 の 無 い こ とを して は い けな い。 手 の指 を一 本 一 本 折 って す る数 の 数 え 方 を

父 親 か ら教 わ りな が ら,そ の 事 を 良 く諭 され た もの だ。 そ して,そ の ことが ち ゃん と

騎 に落 ち た か と念 を 押 され,大 丈 夫 だ と答 え る と,そ れ な ら次 の 指 を 折 って も良 い と

言 わ れ た。 す る と父 親 達 は,「 よ 一 し,お 前 は良 く判 った(som)の だ な 。 それ な ら大

丈 夫 だ。 も う甘 く(anyinyi)な った 。 も うに が さ(ng'wanindo)は 無 くな っ たぞ 」 と言

っ た。 だ か ら,3,4(somok　 ang'wan)と 息 を継 がず に 数 え あ げ るの だ。 つ ま り 「も う

判 った か らにが さは 無 い」,と 。

　 3が 女 の数 で あ るの に は,ち ゃん と した訳 が あ る。 女 は,誰 も皆,自 分 や 子 供 の 事

に ば か り目 が行 って,世 の 中 の知 恵 や真 理 を 学 び 取 ろ う と しな い馬 鹿 者 共 だ。 子 供 を

出 産 した直 後 の 女 が 「に が い」(ng'wan)と 言 われ るの も,そ の事 だ。 それ ゆ え,女 は

何 ひ とつ 財 産 を 持 つ 事 を 認 め られ て い な い の だ。 そ れ を認 め れ ば,女 共 が世 の 中を 損

って しま うか らだ。 女 は,ど うや って も結 局 は 「に が い」 存 在 だ か ら,「 に が く無 い」

(ama　 ng'wan)よ うに は な れ な い。 だ か ら,3は 女 の 数 と昔 か ら決 って い た 。 男 は,

女 とは違 う。 で も,イ ニ シエ ー シ ョ ン諸 儀 礼 を 無 事 済 ませ て,「 にが さが 無 い」 状 態

に至 る た め に知 恵 を 付 け な けれ ば,誰 一 人 と して ヒ ト(murenet)の に は な る こ とが で き

な い。 だ か ら,4が 男 の 数 と,昔 か ら決 って い る。

　 《分 析 》

　 キ プ シギ スの 間 で は,余 程 古 くか ら,他 の カ レ ン ジ ン語 系 諸 民 族 の 間 で と 同様,4

が吉 数,3が 凶数 と考 え られ て い た ら しい。

　 キ プ シギ ス の古 い伝 承 に よれ ば,プ ロ ト ・カ レ ン ジ ンで あ る ミオ ッ ト(Miot)の の 人
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人は,北 ケニアのバ リンゴ湖東北岸の一帯であると推定される伝説的な故地 トー(To)

または トップ(Top)に 住んでいた。人々がこの地で長引 く旱魃に苦 しめられた時,プ

ロ ト・カレンジンは3つ の軍団組織に分かれて南下,大 移動する事を決めた。まず,

各軍団組織を代表する8人 ずつの戦士か ら成る3つ の先遣隊が逐次新たな土地を求め

て偵察の旅に出た。第1の 先遣隊は,往 路4つ,帰 路ひとつの吉兆を得た。第2と 第

3の 先遣隊は,そ れぞれ,往 路5つ と3つ の吉兆を得たが,帰 路はどちらもひとつの

吉兆も得ることがなかった。

　やがて,第1と 第2の 軍団組織は南下を開始 したけれども,第3の 先遣隊を出した

軍事組織に属する人 々は,南 下の開始に先立って得た吉兆が3つ というひどい結果だ

ったために,移 住を断念 して,旱 魃の続いている故地に,あ えて留まらざるを得なか

った。 この人々が,や がて今日の トゥゲン,ケ イヨ,マ ラクウェット(MarakWet)

というカレンジン語系諸民族になった。一方,第1の 先遣隊を出 した軍事組織は今 日

のナンディに,第2の 先遣隊を派遣 した軍団組織は今日のキプシギスになったのだけ

れど,前 者は4つ という吉数個の吉兆を得ていたので,後 者よりも恵まれた土地を得

た。このように古い伝承は伝えている[ORcHARDsoN　 l961:4]。

　植民地政府によって移動を禁 じられ,民 族の領土を確定される以前は,キ プシギス

はさらに4つ の軍団組織に分かれて,ゆ っくりと遊動 しながら領土を拡大 し続けてい

た。今 日で も,人 々は,理 念的には,4つ の軍団に父系的に属 していて,こ の所属が

儀礼の際には組織上の重要な意味を帯びる。

　 キプシギスの儀礼では,常 に,4と いう数が強調されている。祭壇は4種 の聖なる

灌木を束ねて作 られるし,重 要な意味を持つ儀礼的な行為は,必 ず4度 繰 り返される。

比較的宗教性の薄い,マ イナーな儀礼行為でも,事 情は変 らない。たとえば,新 築 し

た家に住み始めるには,ま ずそれに先立って,4日 の間,火 起 し板と火起 し棒で朝夕

火を作 らなければならない。 しかも,火 は毎回火起 し板に穿たれた4つ の穴のすべて

で起 さなければならないのである。

　竹筒の中に数個の小石を入れ,こ れを筒か らばら撤 くという形で行なわれる簡単な

占いがキプシギスの間で知られている。バルバ レック(barbarek)と 呼ばれ る この 占

いは,失 せ物探 しなどの比較的重要性の低い用途のために行なわれるが,基 本的には,

筒から投げ出された小石が奇数ならば兆は凶,偶 数ならば吉と判断される。中でも3

が大凶,4が 大吉であるとされている6)。

6)ナ ンデ ィに も同様 の 占い が あ る よ うだ が,そ の 吉 数 と凶数 は,キ プ シギ スの 場合 と は異 な っ

て い る よ うで あ る[HOLLIs　 l909:89]。
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　 と ころで,老 人達 の 言 う通 り,3は 女 性 の 数 で あ る し,4は 男 性 の数 で あ る。 幾 つ

か 例 を挙 げ て み よ う。 妊 婦 が 出産 を 終 え る と,出 産 に 立 ち会 って い た 女性 達 の うちの

2,3人 が,ヤ セ ッ ト(2aset)と い う 名で 他 の 笑 い 方 か ら区 別 され て い る,独 特 の咲

笑 を す る。 この 咲 笑 は,新 生 児 に 再 来 して そ の 子 の 魂 とな った と判 断 さ れ た祖 霊 を認

知 し,間 違 い無 くその 祖 霊 の 名 を 新 生 児 に 「霊 名 」 と して 与 え た こと を,そ の祖 霊 に

通 知 す る 合 図 と して行 なわ れ るの だ が,薪 生 児 が 男 児 で あ れ ば4回,女 児 で あ れ ば3

回繰 り返 さ れ る。 そ して 、 産 婦 は,新 生 児 が 男 児 で あ れ ば,足 か け4日,女 児 で あ れ

ば,同 じ く3日 の間 母 屋 に 籠 って,一 歩 も 出 られ な い。

　 ス ィム ウェ ック(simwek)と 呼 ばれ る一 種 の稼 れ の た め に病 気 に な って い る者 は,

男性 な らば4つ の,女 性 な ら ば3つ の 結 び 目を 細 い 皮 紐 に 結 んで,そ れ を手 首 ま た は

足 首 に巻 き付 け て 療 法 とす る[ORcHARDsoN　 l961:30]。

　 吉 数4が 男 性 と観 念 的 に結 び付 け られ て い る反 面,凶 数3が 女 性 に割 り振 られ て い

る 事 の 背 景 に は,キ プ シギ スの 男 性 の ひ ど く シニ カ ルな 女 性 観 と,そ こか ら出 て い る

女 性 に 対 す る抜 き難 い不 信 感 と があ る。

　 ペ リス テ ィア ニ ィは,「女 は男 の敵 」 と題 して,キ プ シギ ス の 伝 統 的 な 家 畜 の相 互 貸

借 制 度 に対 す る女 性 の 裏 切 り を物 語 る 「神 話 」 を 採 録 して い る[PERISTIAr,ry　 1939:

248-249]。 キマ ナ クタ=キ マ ナ ガ ン(kimanakta-kimanagan)と 呼 ばれ る家 畜 の 長 期

貸 借 制 度 は,実 際 的 に は ほ とん ど無 期 限 の ロ ー ンを 男 性 達 が 友 人 間 で"玉 衝 き的"に

与 え 合 う シス テ ム を と って い る。 こ れ に よ って 多 次 元 的 に 編 み あ げ られ た貸 借 関係 の

ネ ッ トワ ー ク は,無 頭 的 な キ プ シ ギス 社 会 を 統 合 す る 最 も重 要 な制 度 の ひ とつ と な っ

て い る[小 馬 　 1985a:42-43]。 そ れ ゆ え,か つ て は,た とえ 自 家 の家 族 が 窮 乏 す る

こ とが あ ろ うと も,一 旦 友 人 に貸 し与 え た家 畜 は取 り戻 す 事 無 くそ の ま ま預 託 して お

くの が,男 性 達 の 間 の基 本 的 な モ ラル とな って いた 。 それ に もか か わ らず,女 性 は,

飢 え た子 供 達 へ の盲 目 的 な愛 に 目を 眩 ま され,男 性 間 の友 情 や 信 頼 を 踏 み に じって悔

い る と ころ が な い と言 うの が,こ の 「神 話 」 の 趣 旨で あ る。

　 女 性 は,イ ニ シエ ー トされ た 男 性 な ら誰 もが 持 って い る常 識 あ る い は知 恵(ng　'omno-

tet)を 持 たず,そ の 代 りに 「女 性 の(悪)知 恵 」(kimosugit)を 彼 女等 の 間 で 秘 か に

伝承 して お り,そ れ を 用 いて,意 の ま ま に男 性 を たぶ らか し[小 馬 　 1985b],貞 節 を

守 らず,誰 とで も枕 を 交 して 恥 じる所 が 無 い[小 馬 　 1987b:177-・178]と,男 達 は

信 じて い る。

　 妖 術 を使 うの は,ほ とん ど が女 性 で あ る と言 う。 あ まつ さ え,キ プ シギ ス は,ヤ マ

ウヅ ラの 一 種 で あ る コプ テ ィ リア ッ ト(koPtiliat)と 呼 ばれ る鳥 の 声 を,「 女 と天 の動
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物(即 ち鳥類)は 皆盗む」と聞き徹している7》。

　以上に概観 した通 り,キ ブシギスでは,3と4と いう数が,そ して3と4と を示す

手 と指の形象が,男 女観や道徳観と密接に結合 されているのである。

3-6.5(mut)の 表 わ す 観 念

　 《老 人 達 の 説 明 》

　 1か ら4ま で 数 え て,次 に親 指 を 折 り曲 げ て,左 手 を 「拳 に す る」(mumut)と5に

な る 。mutと 言 う語 は,何 か を 「取 り囲 む」 こと,あ るい は 「一 周 す る」 こ とを 意 味

す る が,「 拳 を作 る」(mwmut)と は,手 で 何 かを 取 り囲 む よ うに す る こ とで あ る。 だ

か ら5をmestと 言 う。

　 《 分 析 》

　 1か ら4ま で の それ ぞ れ の 数 に 結 び 付 けて 表 明 されて い る 「弧 立 した 個 と して の 自

己」(1),「対 関係 」(2),「 社 会 的存 在 と して の 自 己 と個 と して の 自己 との矛 盾 ・葛 藤 」(3),

「社 会 と自 己 の 調和 」(4)と い う人 間 存 在 の 段 階 的 発展 の 完 結 あ る いは,世 界 に お け る

人 間社 会の 「結 界 」 を,お そ ら く,5即 ちmut(encircle)が 示 して い る と思 わ れ る。

　mutと い う他 動 詞 に は,ほ か に も うひ とつ,何 か を 「二 分 す る」 とい う意 味 が あ る。

キ プ シギ スで は,手 の 指 で 数 を 指示 す る仕 方 は,基 本 的 に は,10で 終 りに な る。 つ ま

り,指 を折 りなが ら1か ら10ま で数 え て来 ると,両 手 と も拳 に な って す べ て の指 を使

い終 えて しま う。 従 って,1か ら5ま で 指 折 り数 えて,左 手 を 拳 に 結 ぶ と,手 の指 で

指 示 す る こ との で き る数 の 半 分 を既 に示 し終 え た こ とに な る。 この 事 実 が,〃 剛 とい

う他 動詞 の 「二 分 す る」 とい う意 味 と響 き合 って い る と思 わ れ る。

　 後 に,第4章 で 詳 し く論 じる こ とに な るが,手 の指 を用 いた 数 の 数 え 方 ば か りで な

く,キ プ シギ スの 数 詞 体 系 は,源 初 的 に は10で 完 結 して い たの で あ り,そ の こと が キ

プ シギ スの 時 間 観 及 び空 間 観 と も緊 密 な対 応 関係 を持 って い る と考 え られ るの で あ る。

つ ま り,5(mut)は,全 数10を ここで 「二 分 す る」(mut)数 で あ った こ とに な るの で

あ る。

3-7.　 6(lo)の 表 わす 観念

　《老人達の説明》

　6(lδ)は,遠 い(lδ)の 意味だ。 左手の指を既に折り終えて,さ らに右手に及ぶま

で数が 「遠 くなった」(ko　lδ)のだ。今日では余り用いな くなったけれど,つ い最近ま

7)ナ ンデ ィで も,こ の鳥 の鳴 き声 を 全 く同 じよ う に聞 き徹 して い る[HoLLIs　 l909:111]。

136



小馬　 両手の拳,社 会,宇 宙

で,6を 示すのにkolδをlδ と同様,一 般的に用いていた。6(んo♂6)は,つ まり 「(数

が)遠 い」(ko　tδ)ことである。

　 《分 析》

　筆者は,基 本的に,人 類学のモノグラフにおいては,音 声の国際字母などによる複

雑な表記を採用することが,必 ずしも生産的だとは考えていない。その手続きが煩環

になるために,フ ィール ドにおけるデータの筆記及び論文の著述と,読 者によるその

読解 とを極めて非能率的にするか らである。人類学者は,た とえば筆者のように,大

抵の場合,音 声を厳密に表記する能力を欠 く。また,人 類学者の関心は言語そのもの

ではなく,あ くまでも言語によって表現される思考にある以上,必 ず しも各々の音声

を厳密に表記できな くても,弁 別的な音声を正しく把握 して,音 韻的対立を識別でき

さえすれば事足りるからである。この論稿 も,こ れまで,こ のような前提に立って,

最も簡略な表記によってキプシギス語を書 き表わして来た。

　 しか しながら,6と いう数字の表わす観念を論述するに当って,ご く単純で便宜的

な声調記号を,臨 時的に用いる必要が生 じた。ここでは'を 高声調を表わす臨時記号,

・を低声調を表わす臨時記号として用いている。なお,低 声調の母韻は,高 声調の母

韻と比べると,幾 分長 く発音される。

　 さて,キ プシギスでは,6と δは音韻的に弁別的な要素であるが,老 人達の説明は,

6(16)と 「遠い」(1δ)との声調の違いを問題にしていない。 この事実を,一 体どう解

釈すれば良いのだろうか。

　 1δは,時 間的 ・空間的な隔たりの大きさを意味する形容詞であり,そ のまま副詞と

しても用いられる。1∂の複数形は166議 となる。6σ6)が 修飾する複数名詞を修飾す

る時には,lδ ではなく 醜議 が用いられることになるから,そ の あの部分は,確 か

にlδ(6)に 対応する。だから 「遠い」を示すこの形容詞の単数形1δ と6σ6)の 声調

の違 いが問題にされていないのだと考えることもできるだろう。(な お,何 かが遠い

というCCKo　lδ."において,　koは 繋辞である)。

　それとも,次 のように考えるべ きなのだろうか。存在を示す不定副詞 而 と共に用

いられた場合,数 詞及び 「幾つ」を示す疑問詞 伽 には,し ばしば畷 という接尾辞

が付 く。たとえば,こ うである。

Mi lagok atau? 

Mi lou.

(子 供 が 何 人 いる?)

(6人 い る)

この 場 合lδuは,音 と して,多 少 と もlδ に近 くな る。
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　 と ころ で,老 人達 が6の 意 味 で あ と併 用 す る んoあが,キ プ シギ ス の 間 で,古 く

は6を 示 す語 と して16と 共 に,あ る い は それ 以 上 に一 般 的 に用 い られ て い た こ と は,

古 い 報告 書 の記 述 か らも窺 われ る。 た とえ ば,ジ ョ ンス トンは,ナ ンデ ィにつ いて,

6はL〃 で あ ると す る一 方,ナ ン デ ィ と キ プ シギ ス の 間 で異 同 が あ る 場合 に 限 って 付

して い る数 少 な い補 足 的 な記 載 を6に 加 え,キ プ シギス で は6をkollσ と 呼ぶ こ とを

わ ざ わ ざ 強 調 して い る[JoHNsToN　 l902:921]。

　 lb(遠 い)は,繋 辞koと 連 用 され る こ とが少 な くな い。``Bir　mat　ko　1δ."(火 は遠

くに あ る う ちに打 て)と い う有 名 な 諺 は,そ の 用 法 を示 す一 例 で あ る。 老 人 達 の 説 明

の 中 で は,16(6)とlb(遠 い)が 独 立 して 重 ね 合 わ され て い るの で は な く,ゐ016(6)

とko　 1∂(遠 くに あ る)と い う イ デ ィオ ム が 観 念 的 に連 合 さ れ て い る と考 え るべ きな

の で あ る。

　 しか しな が ら,老 人達 の説 明 を め ぐって,こ の よ うに あ れ これ と 思 い あ ぐね る こ と

自体 が,む しろ異 文 化 に属 す る調 査 者 た る筆 者 の 悪 し き 「科 学主 義」 なの で あ って,

あ るい は,「 語 源 俗 解 」 と い う文 化 現 象 の 現 実 の 姿 を あ りの ま ま に 受 け いれ,不 用 意

な検 討 を 加 え な い こ との方 が健 全 で あ る よ うに 感 じ られ る 。

3-8,　 7(tisap)の 表 わ す 観 念

　 《 老 人達 の説 明 》

　 7(tisaP)は,2つ の 語(動 詞)tisとsaPが 組 み 合わ され た もの で あ る。　tisと い う

動 詞 は,気 を失 った者 の頭 に冷 水 を 注 い で,正 気 に 返 らせ る こ とを 表 わす 。 一 方,∫ ψ

とい う動 詞 は,各 戸 の戸 外 東 側空 間 の うち,戸 口に 近 い 部 分 に 作 られ る祭 壇 の基 部 に

何 かを儀 礼 的 に 置 くこ と,即 ち 「祭 壇 の 傍 で 行 な われ る儀 礼 」(sabwet)と い うカ テ ゴ

リーの 儀 礼 を行 な う こ とを 意 味 す る。 これ らの 儀 礼 は,神 へ の祈 願 の た め に行 な わ れ

る。 だ か ら,こ こで は,tisもsapも ほぼ 同 じ意 味 で 使 わ れ て い て,数 が 益 々大 き く

な って,気 が遠 くな りか け るの を,意 を励 ま して 数 え る とい う意 味 で あ る。

　 《 分 析 》

　 老 人 達 が す る,別 の 有 力 な説 明 は,tisと い う動 詞 にsopと い う動 詞 が 結 び つ い た

とす る もの 。 噸 は,自 動 詞 で,生 きて い る こ と,あ るい は,病 気 か ら回 復 す る こ と

を 意 味 して い る 。

　 あ る老 人 は,tisと い う動 詞 に,生 命 や 健 康 を 表 わす 名詞sopon[一 一do]が 付 け加 わ っ

た もの だ と説 明 した 。sopondoの 不 定 形 はsoponと な るの が 普 通 で あ る。 た だ,古 く

は,高 地 に位 置 して,低 地 を 遊 動 す る戦 士 達 の牛 牧 キ ャ ンプ に比 べ て 定 住 性 が 高 く,
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老 人 や 女子 供 が 日常 的 に暮 した近 隣 集 団 を 意 味 して い た が,今 日で は母 屋 を意 味 す る

masopと い う 名詞 が,　ma(nothing　 but)sopon-do(health)と い う構 成 を 持 つ 語 の

変 化 した もの で あ る事 を念 頭 に 置 け ば,あ な が ち,こ の 老 人 の説 明 も的外 れ とは言 え

な い。 この場 合,他 動 詞tisapは,衰 え,萎 え た 身体 の力 を励 ま しな が ら数 を 数 え る

こ とを 含 意 して い る。

　老 人達 の ど の説 明 に従 うに しろ,tisapが 数 の 大 きさ に言 及 して い る こと に,全 く

変 りが な い 。

3-9.　 8(sisit)の 表 わ す 観 念

　《老人達の説明》

　昔は,万 一必要があれば,皮 に小さく刻み目を入れて,数 の覚えの助けとした。

sisitという動詞は,何 かを繰り返すという意味である。 即ち,皮 に施 した切れ目を

幾度も繰 り返 し触って数を 確かめることから,sisitが,そ のように して確かめなけ

ればならない程大きな数である8を 表わすようになった。

　《分 析》

　キプシギス語には,数 を数えることを意味する動詞が2つ ある。そのひとつである

勧 の原意は,「(皮 衣 などを)延 べ広げること」であり,勧 の動名詞 膨 観 は 「数え

ること」と 「数」を共に表わす。但 し,後 者の意味では,今 日では,(nwmber)英 語

からの借用語であるnambaitを 用いる方が普通である。

　もうひとつの動詞rarの 原意は 「皮を切る」事である。 これらの事実は,　sisitが8

を表わす事になった経過についての老人達の説明と良 く符合 している。

3-10.　 9(sogol)の 二表 わ す 観 念

　 《老 人 達 の 説 明 》

　sogolと い う動 詞 が 意 味 す る内 容 は,何 か に幾 度 も繰 り返 し切 り 目を つ けて,そ の

表面 を ケ バ 立 た せ る こ とだ。 数 が9に ま で及 ぶ と,数 の 覚 え の た めに 皮 片 に 刻 ま れ た

切 り目が い よ い よ増 えて,皮 片 が ケ バ 立 った よ うに な って来 る。 だか ら,sogolで9

を 表 わ す よ うに な ったの だ。

　 《分 析 》

　 老 人達 の 説 明 は,判 り易 い。

他 方,か つ てsogelが9で は な く 「す べ て 」 を 意 味 して い た の で は な い か と考 え ら

れ る根 拠 が あ る。 キプ シギ ス の 唯 一 神(Asis)は,太 陽(asista)を 表象 と して お り,
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Asis,　ChePtalel,ハlgoZO,　ChebongolO,　 Chebonameni,　 ChePkochor,　 Tororut,な ど多 くの 名で

呼 ばれ る ば か りで な く,そ れ らの 名称 に 様 々 な慣 用 的 な形 容 句 が冠 さ れ て,多 彩 に言

及 さ れて 来 た(名 詞 不 定 形 は10cativeを 含 意 す る場 合 が あ る。　Asisも`in　 the嬉5'α'

の意)。

　 そ の ひ とつ に,Asista　 chebo　kel]a　sogotカ 〉"ある 。オ ーチ ャー ドソ ンは,こ れ を 「9本

脚 の神 」 と訳 して い る[ORGHARDsoN　 1961:21]。 しか し,キ プ シギ ス で は,9は

特 別 な重 要 性 を 持 た な い数 で あ る し,奇 数 で あ るか ら,い わ ば,縁 起 の良 くな い数 の

ひ とつ で あ る。 キプ シギ ス に と って,「 神 は ほ とん ど完 壁 に慈 み深 く」[ORCHARDSON

1932-・1933:155],「 人 間 の保 護 者 で あ り,援 助者 で あ って,悪 魔 の 属 性 は 何 ひ とつ 備

え て いな い」[ORcHARDsoN　 1961:20]存 在 で あ る。 そ の恵 み深 く,慈 みに 満 ちた

神 を,吉 数 で もな い9に 結 び付 けて 「9本 脚 の太 陽 な る神 」 を 表 わ すAsista　 chebo

kelma　sogolの 語 で呼 ぶ の は一 体 ど う して か と老 人 達 に尋 ね た こ とが あ る 。老 人達 は,

この 時,上 の 表 現 に お け るsogolは9を 意 味 して い るので は な く,無 数 の 意 味で あ っ

て,kelya(脚)と は神 の 表象 た る太 陽 か ら発 せ られ る帯 状 の 光線 の ことで あ る と語 っ

た 。 言 い換 えれ ば,Asista　 chebo　kelya　segolと は,要 す る に 「無 数 の 光 の 束 を投 げ て

地 上 を照 らす太 陽 な る神 」 の 意 味 だ と言 うの で あ る。

　 この よ うに,今 日9を 表 わすsogotは,か つ て 「無 数 」 あ る い は 「全 数 」 を 意 味 し

た こ とが あ った と考 え られ る。

3-11.　 10(taman)の 表 わ す 観 念

　 《老 人達 の説 明 》

　 10(taman)は,``Tamenan.",つ ま り,「それ は,私 の 手 に負 え な い」 の 意 味 だ 。つ

ま り,9ま で 数 え て来 ると,数 の 覚 え を す るた め に 切 り 目を 入 れ続 け られ て来 た皮 片

が,す っか りケ バ 立 った よ うに な って しま って い るの で,も う これ以 上切 り目 を 入 れ

て も勘 定 で きな い とい う こ とだ。 つ ま り,10(tamαn)と は,も うこ れ以 上数 え られ

ない 数 の こ とな の だ。

　 《分 析 》

　 ``Tamenan・"に 含 ま れ るanは,1人 称 代 名詞 の 目的格 で あ る。

　 と こ ろで,「(何 か が)難 しい状 態 に あ る」 こ とを 意 味 す るtamと い う 自動 詞 が あ る。

そ の派 生 形 で あ るtamjiと い う 自動 詞 は,「 当惑 す る」 の 意 味 を 持 つ 。ブ駁 画)は 「あ

る人 物 」 で あ るか ら,古 くはtamが 他 動 詞 と して 目的語 を 取 った の か も知 れ な い。

そ うだ と すれ ば,taman(10)は,``Tam-an",即 ち 「それ が,私 を 当 惑 させ る」 の 意
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味 に な り,今 日の``　Tamenan.,'と 同 意 に な る8)。 も っと も,こ れは 筆 者 の 推 測 以 上

の もので は な い 。

3-12.　 20以 上 の数の 表 わす 観念

　 キプ シギ ス の数 の うち,社 会 的 に重 要 な他 の 観念 と結 合 して観 念 複 合 を形 成 す る事

に 与 って い るの は,専 ら1か ら10ま で の 数 で あ る。 そ れ以 上 の 数 詞,20(tiptem),

30(sosom),40(artam),50(konom)な どに つ い て は,30(sosom)が3(somok)と 同

様,「 学 ぶ 」 を 意 味 す る他 動 詞somに 関係 が あ るの だ ろ うとい う事 以 外 に,老 人 達 か

らは,ど の よ うな 説 明 も得 る こ とがで きな か った。

　 今 日で は,上 に示 した通 り,20,30,40,50に は,そ れ ぞ れ を指 す 特定 の単 語 が あ

る けれ ど も,60,70,80,90は,10(taman)の 複 数 形(tamanwogik)の 後 に,そ れ ぞ

れ6(lo),7(tisap),8(sisit),9(sogol)を 添 え た形 で,即 ちtamanwogik　 lo(60),

'tamanwogik tisap(70)...と い う風 に指 示 され て い る。

Pogotは,今 で は,100を 意 味 して い る 。 と ころ が,老 人 達 に よ る と,昔 は,60以 上

は す べ てPogolで 表 わ して い た そ うだ。 ジ ョ ンス トンは,カ レン ジ ン語 系 民族 の 中で

も特 に キ プ シギ ス との 近 縁 性 が 著 しい ナ ンデ ィ及 び トゥゲ ン 両 民 族 の 間 で,60が

Bokolと 呼 ばれ て い る と して い る[JoHNsToN　 lgo2:921]。 さ らに,両 民 族 で 共 に

70がBokot　 akonom,80がBekol　 oen,90がBokol　 aksogotで あ る とす る[JoHNsToN

l902:921]。

　 今,ジ ョン ス トンの 言 う通 り,両 民 族 で60をBokolと 呼 ぶ と仮 定 して み よ う。 そ

こで,ジ ョ ンス トンが 記 して い る他 の 数 の 各 々の 表 現 を 直 訳 して み る と,70(Bokol

akonom)は 「60と50」,80(Bokol　 oen)が 「60が2つ 」(即 ち,　Bokolaik　 oen)あ る い

は 「2つ 目 の60」(即 ちBekol　 nebo　oen),90(Bokol　 aksogot)が 「60と9」 を意 味 す

る事 に な るが,こ れ で は 計 算 上 の 一 貫 性 を 欠 い て お り,い か に も奇 妙 な 印 象 を与 えず

に は お か な い。

　 さ らに,ジ ョ ンス トンは,ト ゥゲ ンで は100をPogolと 呼 ぶ とす る 一方,ナ ンデ ィ

で は100を 意 味 す る語 が 何 で あ る かを 示 さな い ま ま,1,000をPogolと 言 うと して い

る[JoHNsToN　 l　902:921]。 この 記 述 は,実 の と こ ろ,全 く奇 怪 で あ る と しか言 い

よ うが な い。 カ レ ンジ ン語 系 諸 語 の 音 韻 体 系 で は,b1P,9/k,　 ch!j,　d!t各 組 に お け る

8)因 みに,日 本で も,か つては10が 全数を意味 したので はないかと考え られ る節がある。つま

り,子 供の数え歌の文句 「とおで とおとおお しまい」の通 りで はなか っただろうか。たとえば,

北陸地方 には,「 とおみ」,「どのは し」 とい う地 名があ り,そ れぞれ 「百海」,「百橋」 と表記

されている。百 目鬼(ど うめき)と いう氏名 も,同 様 の事情を示す ように思 われ る。
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両 項,即 ち,有 声 子 音 と無 声 子 音 が 弁別 さ れ て お らず,し たが って 各 組 の両 項 で 示 さ

れ た子 音 同 士 が 音 韻 的 対 立 を成 さな い。 この理 由 か ら,ジ ョンス トンが,ナ ンデ ィ と

トゥゲ ンで60を 意 味 して い る とす る.Bogolと,100ま た は1,000を 意 味 して い る と

す るPogotと が言 い分 け られ た り聞 き分 け られ た りす る こと は,現 実 に は全 く考 え ら

れ な い。

　 この 事 実 は,ジ ョンス トンが,両 民 族 で60,70,80,及 び90を 指 す語 と して 挙 げ て

い る各 語 の 不 可 解 さ と相 ま って,少 な くと も60以 上 の 数 を 表 わ す とさ れ る各 語 は,イ

ンフ ォマ ン トが 質 問 者 に詰 問 さ れて 苦 し紛 れ に答 え た もの で あ るか,あ る い は質 問 者

に 無 理 矢 理 同 意 と承認 を 求 め られ た もの で あ る と判 断 す るに足 る根 拠 に な って い る と

言 って 良 い だ ろ う。

　 ポ リス は,ジ ョ ンス トンよ り7年 遅 れ て 出版 した 著作 の 中で,ナ ンデ ィの 数 詞 の 一

覧 表 を 掲 げ て い る。 そ こで は,60,70,80,90は,10(taman)の 複 数 で あ るtaman-

wagikの 後 に,そ れ ぞ れ6(ilto),7(tisaP),8(si∫it),9(sokol)を 付 け足 す こ とに よ

つ て,た とえ ばtamanwogik　 illo(60),'tamanwagik tisap(70)… 　 とい う風 に,表 現 さ

れ て い る[HoLLIs　 l909:183]。 ホ リス は,ま た,30,40,50を それ ぞれsosom,

artam,　konomと しな が ら も,同 時 に,こ れ らの数 も60,70,80,90と 同様,10の 複

数 形 で あ るtamanwogikの 後 に それ ぞ れ3(somok),4(ang'wan),5(mut)を 添 え る こ

と に よ ってtamantoogik　 somok(30),　 tamanwagik ang'wan(40),　 tamanwogik　 mect(50)

と も表示 で きる こ とを 示 して い る[Ho肌Is　 I909:183]。

　 他 方,リ ン ドブ ロ ム は,現 在 の ウガ ンダ ー ケ ニ ア 国境 に 聾 え る エル ゴ ン山 の 裾 野 に

住 む カ レ ンジ ン諸 語 系 の 民族 で あ る コニ(Kony)の 数 の 数 え 方 に つ い て の 資 料 を提 供

して い る。 そ れ に よれ ば,コ ニ の数 詞 体 系 も,ほ とん ど キプ シギ ス や ナ ンデ ィ,ト ゥ

ゲ ンの もの と変 りが な い。 彼 は,20以 上 の数 に つ い て,20をtiptem,　 30をsosom,40を

artam,　50をkonomと した後,60以 上 は 皆pokotで あ る と 述 べ て い る[LINDBLoM

1924:50]。 この記 述 は,キ プ シギ スの 古 老 達 が 筆 者 に語 った彼 等 の古 い数 詞 体 系 と

良 く一 致 す る。

　 リン ドブ ロム は,さ ら に,ポ リス の 脚 注 に 注 意 を 向 け て い る。 即 ち,ポ リス は,先 述

の 著 者 の脚 注 で,こ う述 べ て い る。 「しば しば,50以 上 の すべ て の数 が,単 にPokotと

い う形 を と る。 非 常 に大 きな 数で あ る こ とを言 い た い場 合 に は,Pokol　 Pokot,　Pokotαiik

che-chang,あ る い はpokol-che-mo--ki-rar-eが 用 い られ る」[HoLLIs　 1909:183,

note　2]。

　 ポ リス は,ま た,「 ナ ンデ ィで は,か つ て50ま で しか 数 え ず,そ れ よ り も大 きな数
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は す べ てPokolと 称 して い た 。 しか しな が ら,こ の 頃で は,60,70な どの 数 を 導 入 し,

6つ の10と か,7つ の10な どの 言 い 方 で,こ れ らの 数 を 表 わ して い る。 今 日で は,

pokolは 一般 に100を 表 わす の に 用 い られ て い る」 と述 べ て い る[HoLLIs　 l909:88]。

　 さて,PokolaiikはPokolの 複 数 形 で あ る。 一 方,　che-chang'は 関係 形容 詞 旬で あ っ

て,「 た くさん の 」 を 意 味 す る。 つ ま り,Pokogaiik　 che-chafigは 「た くさん のPokol」

の 意 味 で あ る。Pokol　Pokolは,言 うまで も無 く,　Pokolを 繰 り返 して,　 Pokolの 意 味

内容 を 強 調 した もの 。 次 に,che-mo-ki-rar-eは,関 係 代 名詞 節 で あ り,「 我 々が も う

数 え 続 け て ゆ けな い と こ ろの」 の 意 味で あ る か ら,Pokol-che-mo-・ki-rar--eは 全 体 で,

「数 え きれ な い 程 た くさん のPokot」 を 意 味 して い る　 　 「数 え き れ な い 程 大 き な

Pokol]で は な い 。

　 リン ドブ ロム は,先 の 事 実 を根 拠 と して,コ ニ は,60以 上 の 数 を 厳 密 に 表 現 で きな

い と し,コ ニ の 数 詞 体 系 が ナ ンデ ィの もの よ り も源 初 的で,よ り旧式 で あ る けれ ど も,

かつ て,ナ ンデ ィで も コニ と同 じ方 法 が 確 か に用 い られ て い た と考 え られ る と推 測 し

て い る[LINDBLoM　 1924:50]。 そ の うえ,彼 は,同 じ根 拠 に基 づ いて,カ レ ンジ ン

諸 語 に お い て は,60か ら90ま で の数 の 概 念 と その 数 え 方 の 発 明,及 び100をPogolで

表 わ す仕 方 は,起 源 を遡 れ ば,お そ ら くキ リス ト教 宣 教 師団 の 教 育 に辿 り着 け る と考

え て もい る。 ま た,彼 は,そ の傍 証 と して,彼 が事 情 を良 く知 って い る東 ア フ リカの

バ ン トゥ語 系 の諸 言 語 に お い て,100や1,000を 意 味 す るた め に用 い られ る よ うに な

った 単語 が,い ず れ も,元 は不 確定 な大 きい数 を 示 す もの で あ った 事 実 を 挙 げ て い る

[1・INDBLoM　 　1924:50]。

　 リン ドブ ロム の 推 定 の正 しさ は,ジ ョ ンス トンの 著 作 と 同年 に 出 版 され た ホ ブ レイ

の 著書 を 参 照 す れ ば,一 層 明 確 に な る。 ボ ブ レイ は,ナ ンデ ィの 数 詞 に つ いて,20

(tiptem),30(sosom),40(artam),50(konom)を 挙 げ た 後 で,60をtaman　 akolo,70を

taman　tisap,100を 汐okotと し,80と90に つ いて は 触 れ て い な い[HoBLEy　 1902]。

ホ ブ レイ に よ って,ナ ンデ ィ語 で60を 指 す と され て い るtaman　 akoloはtaman　 ako　lδ,

即 ち 「10(taman),し か し(ako)遠 い(to)」 の 謂 で あ る と思 わ れ る。 つ ま り,「 とて

も大 きな10」 とで も い う意 味 で あ る。　 　 も し,こ れ をtaman　 ak　koloと 解 す る と16

の 意 味 に な る ので,コ ンテ ク ス トに お いて 不 適 切 で あ るか らだ 。

　 彼 が70を 指 す と して い るtaman tisapは,特 に,注 意 を要 す る。 も し,そ れ が 「7

つの10」 とい う 意 味 で あ る とす れ ば,10の 単 数 形tamanで は な く複数 形 のtaman-

wagikを 用 い,今 日カ レ ン ジ ン諸 語 で70を 示 す 語 の あ り方 の通 り,``tamanwagik

tisap"と な らな けれ ばな らな い。 この章 の 第8節 で 示 した よ うに,　tisap(7)と は,
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元 々,「 語 源 俗 解 」 に お いて,「 数 が益 々大 き くな って来 て気 が遠 くな りか け るの を,

意 を 励 ま して 数 え る大 きな 数」 とい う意 味 に解 され て い たの だ と見 れ ば,伽2伽 痂 ψ

とは,い わ ば 「気 が 遠 くな る程 大 きな10(tαman)」 を 意 味 して い る こ とに な るだ ろ う。

　 さて,ホ ブ レイ の記 事 の 内容 の分 析 を 踏 まえ て,こ こで も う一 度 ジ ョ ンス トンの 著

書 に 立 ち返 るな ら ば,彼 が,ナ ン デ ィ及 び トゥゲ ンの60以 上 の 各 数 を 表 わす 表 現 と

して提 示 して い た もの が 実 際 に は何 を 意 味 して い た か が,一 層 明瞭 に な るだ ろ う。 即

ち,ジ ョンス トンに よ って60を 指 す と され た.Bokolが,「 全 部 」 を,70を 指 す と され

たBokol　 akonomは 「全 部 と50」 を,80を 指 す と され た.Bokol　 oenは,「 全 部 が2つ 」

を,実 は 意 味 す るので あ る。

　 彼 に よ って90を 指 す 表現 と して 挙 げ られ て い るBokol　 ak　sogolは,一 層 興 味 深 い 。

表3　 カ レンジン語 系諸語における20以 上を指示す る数詞一覧表

ナ ン デ ィ

20 

30 

40

50

 60 

 70 

 80 

 90 

100 

1000

Johnston, 1902: 921

Tiptem 

Sosom 

 Artam

Konom

Bokol 

Bokol akonom 
Bokol oen 

Bokol aksogol 

Pokol  (=  countless)

 Mobley, 1902: 84

 Tiptem 

Sosom 

Artam

Konom

Taman akolo 

Taman tisap

Pokol

 Hollis, 1909: 183

 Tiptem 

Sosom 

Tomonuagik somok 

Artam 

Tomonuagik angwan

Konom 

Tomonuagik mut 

Tomonuagik  il  lo 

Tomonuagik tisap 

Tomonuagik sisit 

Tomonuagik sokol 

Pokol

Pokol

20 

30 

40 

50 

60 

70 

80 

90 

100

キ プ シ ギ ス

 tip  tem 

sosom 

artam 

konom 

tamanwogik  lo 

tamanwogik tisap 

tamanwogik sisit 

tamanwogik sogol 

pogol

ト ゥ ゲ ン

 

(  Johnston,  1902: 921)
 Tip  tem 

Sosom 
Artam 

Konom 

Bokol 

Bokol akonom 
Bokol oen 

Bokol aksogol 
Pokol  (=  countless)

コ

(Lindblom, 1924: 55)
tiptem 

sosom 

artam 
konom 

pokol  (60,-.-.,)
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この章 の 第10節 に おい て,キ プ シギ スで はsogolは 必 ず しも9を 指 すの で は な く,

「無 数」 を 意 味 す る場 合 が あ る こ とを 述 べ て お い た。　 こ こで も,sogotは,具 体 的 に

限 定 され た9で は な く,無 数 を 意 味 す ると解 す る こ とが 許 され る な ら ば,ジ ョ ンス ト

ンの イ ンフ ォマ ン トが,sogotの 連 想 か ら90を.Bθkol　 ak　sogolと 報 告 した 理 由 が 良 く

理 解 で きよ う。 即 ち,Bokot　 ak　sogotと は,「 す べ て 及 び無 数 」 を 表 わ す押 韻 さ れ た

表 現 で あ って,要 す るに,と て つ も無 く大 きい数 だ と言 った 訳 で あ る。 そ して,更 に

大 きな数 で あ る100に 対 応 す る 表 現 を 問 わ れ た時 に,イ ンフ ォマ ン トは,そ れ以 上 大

きさを 強 調 す る表 現 を も う案 出 で きな くな って,つ い に開 き直 り,あ らた めて,単 に

Pogol(　==　Bogol),即 ち 「全 部 」 と言 う しか な か った ので は あ る ま いか 。

　 ジ ョ ンス トンの 著 作 に 記 され て い る資 料 の 中で,ナ ンデ ィと トゥゲ ンの20以 上 の 数

を指 す 表 現 が ほぼ 完 全 に 一 致 して い る事 実 は,彼 の調 査 の客 観 性 を示 して い る と考 え

る よ りも,逆 に,ど ち らか 一 方 の 民 族 に つ い て ま ず収 集 さ れ た資 料 に基 づ いて,も う

一 方 の 民 族 に関 す る調 査 が 極 め て カ テ ゴ リカル に 実施 さ れ た事 情 を暗 示 して い る可 能

性 が 高 い と考 え る方 が む しろ 妥 当 で あ る。

　 最 後 に,Pogotとsogolが,共 に,今 日 「す べ て 」 を 指 す 単語 で あ るtogotと 極 め

て 良 く似 た 音 の 構 成 を 持 って い る こ とを 記 して,こ の章 を終 え る。

4.時 間 と空 間 を め ぐる諸 観 念 に 結 び付 け られ た

　　 5(mut)と10(taman)

　 南 ナ イ ル系(あ る い は,パ ラ=ナ イル 語 系)の 諸 言 語 の 中 で も,ト ゥル カ ナ(Tur-

kana)語 や テ ソ(Teso)語 な どで は,数 の 体 系 は5進 法 を 取 るの に 対 して,マ サ イ

(Masai)諸 語 や,キ プ シギ ス語 を初 め とす る カ レ ン ジ ン諸 語 は,10進 法 を取 る。 た だ

し,カ レ ン ジ ン諸 語 の 中で も,ポ コ ッ ト語 は5進 法 で あ る 。 これ は,ポ コ ッ トが トゥ

ル カ ナ語 系 の 民 族 の 影 響 を 受 けた 結 果 だ と一 般 に 考 え られ て い る。

　 筆 者 も,キ プ シギ ス語 で は,数 の 観 念 は10進 法 に な って い る と,こ れ まで 書 いて 来

た。 しか しなが ら,実 は,キ プ シギス 語 や ナ ンデ ィ語 も,元 々5進 法 を取 って い たの

で は な い か と考 え られ る余 地 が あ る。

　 第3章 で 詳述 した通 り,老 人 達 の 説 明 に よ る と,キ プ シギ ス語 で は,1か ら5ま で

は,そ れ ぞ れ の数 を指 す 各 々の 単 語 が,人 間 存 在 の あ り方 とそ の 成 長 発展 に 関す る個

々の具 体 的 イ メ ー ジに結 び 付 け られ て い る。 即 ち,1は 孤 立 した 個 人 に,2は 対 関係

に,3は 個 人 と社 会 との 葛 藤 状 態 及 び女 性 に,4は 社 会 の 基 本 的 な モ ラル の 習得 及 び
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男 性 に 関 連 付 け られ,5は,こ の よ うな人 間 の 社 会 的存 在 と して の 発 展 の完 結 あ る い

は 人 間 社 会 の 結 界 を 示 して い る 。 しか る に,6か ら10ま で の 数 は,い ず れ も人 間 存在

の あ り方 の 具 体 的 イ メ ー ジ と無縁 で あ る ば か りか,ほ とん ど 明確 な意 味 内 容 が 無 く,

数 が 大 き くな って い る こ とを 漠 然 と示 唆 す る ば か りで あ る。

　 この よ うに,1か ら5ま で の数 が喚 起 す る個 々 に具 体 的 で 密 度 の 高 い イ メ ー ジ と,

6か ら10ま で の 数 に 付 随 す る曖 昧 で散 慢 な イ メ ー ジ との 対 照 は際 立 った もの と言 わ ざ

る を 得 な い。 この よ うな 対照 性 が生 まれ た原 因 が 何 で あ るか は,良 く判 らな い。 とは

言 え,あ る い は そ の 原 因 の 一端 が,キ プ シギ スを 初 め とす る カ レ ン ジ ン語 系 諸 民 族 の

数 詞 体 系 が,源 初 的 に は トゥル カ ナ な ど と 同様5進 法 を 取 って い た か らで は な か った

の か,あ るい は また,(家 畜 や人 の数 を 数 え る こ とを忌 避 す る とい う既 述 の社 会 慣 行

の ゆ え で あ ろ うか,)1か ら5程 度 の ご く僅 か な数 の概 念 を 用 い るだ けで 社 会 生 活 に

大 きな支 障 が生 じな か った か らで は あ る まい か と推 測 す る こ とを許 す 何 が しか の 根 拠

が あ る 。

　 ホ ブ レイ は,ナ ンデ ィの数 詞 と して,1(agengi),2(aieng),3(somok),4(angwan),

5(moot)を 挙 げ,次 いで,6をmoot　 akengiま た はlo,7をmoot　 akaienま た はtisaP,

8をmoot　 akangwanま た はsesit,9をsogol,そ して10をtamanで あ る と して い る

[HoBLEY　 l902:84]。 こ こに 示 され たmoot　 akengi　(6)と は,直 訳 す れ ば 「5と1」,
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

moot　 akaien(7)と は 同 様 に 「5と2」,　 moot　 akangwan(8)と は 同 様 に 「5と4」 で

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　　　　　　　　

あ る　 　 8を 指 す と され るmoot　 akangwanが 「5と3」(mut　 ak　somok)を 意 味 して い

な い こ とに 特 に注 意 を 払 う必 要 が あ る。

　 ホ ブ レ イが こ こに 示 して い るナ ンデ ィの数 の 進 法 は,10進 法 で あ る よ りは,む しろ

トゥル カ ナ と 同様 の5進 法 と考 え るべ き もの で あ る。 しか も,数 が8に 達 す る と,も

う加 算 の答 が 合 わ な くな って い る。 そ して,9で は,も はや 加 算 が 放 棄 され て しま つ

て い るの か,5進 法 的 な 表 現 は姿 を 消 し,既 に詳 し く論 じた 通 り,お そ ら く 「無 数」

を 意 味 した と思 わ れ るsogolだ けが 用 い られ て い る。 ナ ンデ ィの 古 い 数 の 進 法 に つ い

て の これ らの事 は,1か ら5ま で の数 が 人 間 存 在 の あ り方 に つ い て の 極 めて 具 体 的 な

イ メ ー ジに結 び 付 け られ て い る 反面,6か ら10ま で の 数 が いず れ も数 の 大 き さを繰 り

返 し強調 して 表 明 して い るだ けで あ る,キ プ シギ ス の 数 に纒 わ る観 念 と ど こか で 通 底

して い る とい う印象 を与 え る。 即 ち,1か ら5ま で の 数 が 与 え る イ メ ー ジの 明 瞭 さ と,

6か ら10ま で の数 が与 え る イ メ ー ジの 曖 昧 さ とが 作 り出 す 対照 性 の 鮮 明 さ に お いて 。

　 いず れ に して も,キ プ シギ ス語 で は,5は,10と 共 に,最 も多彩 な,そ して重 要 な

観 念 に 結 び付 い た,喚 起 力 の 強 い数 で あ る。 そ こで5と10が,キ プ シギ ス の文 化 の脈
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絡の中で,時 間 ・空間を初めとする宇宙観といかに緊密な観念複合を形成 しているか,

以下で詳 しく考察を進めよう。

4-1. mutai 朝/明 日

　 キプシギス語では,宇 宙の創造主であり,か つその調和の担い手である唯一神は,

第3章 第10節 で述べたように,ChePtalel,　Ngoloな どたくさんの名前で言及されてい

るが,そ れらのうちでも最も多用されているのがAsisと いう語である。鋭∫は,先 に

述べた通り,太 陽(asista)を 指す単数名詞の不定形であると考えられるが,神 は太陽

と不可分に結び付けられている。両者の関係を綿密に考察するのは興味深いテーマで

あるけれども,こ こでは,オ ーチャードソンが伝えている次のエピソー ドを紹介する

ことによって,両 者の関係を,太 陽は神の存在を人間が感得する際に,そ の表象とな

つているのだ,と 要約 してお くに留めたい。

　その老人 は,英 国皇太子に謁見 して戻 って来た ところだ った。 とい うの は,彼 は,皇 太子

に謁見する(キ プシギスの)メ ンバ ーとして政府が選んだ一人 だったか らで ある。それ らの選

ばれた人 々は,英 国皇太子の写真を家へ持 ち帰 るべ く,各 々一枚ずつ与え られていた。「あの

写真を見れば,我 々が皇太子 を思い起すのとちょうど同 じように,我 々は太陽を見ると,神

(cheptalel)のことを思い起すん じゃ」と,そ の老人 は語 った[ORcHmosoN　 1932-1933:155]。

　 か つ て,キ プ シギ ス の 人 々 は,毎 朝,昇 る朝 日に 向 つて,家 族 及 び家 畜 の安 寧 と繁

栄 と を祈 願 した 。 今 日で も,儀 礼 の 多 くは,昇 る朝 日に対 面 しな が ら執 行 され る。儀

礼 的 に 火 を 扱 う者 が そ うす る ば か りで な く,料 理 を す る場 合,主 婦 は常 に東 面 して炉

辺 に腰 を おろ す[小 馬 　 1987a:22]。 そ れ は,東 が,毎 朝 太 陽 の昇 る方 向 だか らで あ

る。 キプ シギ ス に と って,東(kong'asis)と は,神(asis)の 表 象 で あ る太 陽(asista)

が 毎 朝 現 わ れ 出 る 「穴 」(kong')の あ る方 角 で あ り,西(kong'asistaP　 lang'at)と は,

夕 方(lang'at)太 陽 が そ こを 通 って ど こへ と もな く姿 を 消 す穴 の あ る方 角 で あ る。 即

ち,キ プ シギ ス は,人 々に神 の 実在 を 感 じ取 る こ とを許 す唯 一 の存 在 で あ る太 陽 が,

ど こか 真 東 の 方 角 に あ る穴 を通 って毎 朝 早 く姿 を現 わ し,半 日を か けて,半 円を 描 き

な が ら蒼 弩 を 渡 り,や が て 真 西 に 位 置 す る 天 の別 の穴 を通 って ど こと も無 く姿 を 没 す

るの だ と考 え て 来 た の で あ る 。

　 朝 は 鋭〃瓶 と呼 ばれ る。 老 人 達 に よれ ば,mutaiと はmut-tai,つ ま り 「右 〔手〕の 」

(tai)「5」(mut)で あ る。 左 手 の 小 指 か ら指 を1本 ず つ 折 って5(mut)に 達 した 時,

指 を 折 る動 きは左 手 を 「一 周 し」(mut),「 拳」(eut　ne　kagimumut)が で き る。太 陽 も,

ち ょ う どそ れ と同 じよ うに,定 ま った 行程 を一 周 して,朝 に な る と再 び東 の 空 に姿 を

現 わ す 。 左手 の 指 が 皆 順 次 折 り数 え られ て しま っ た ら,次 は 「右(手)の5」 が 数 え
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られ る番 だ 。今 日一 日の 時 間の 経 過 が,左 手 の5本 の 指 を 順 々に 折 り数 え て ゆ く過 程

に喩 え られ るな ら ば,こ れ か ら来 る朝@漁 の に よ り始 ま る 明 日@吻 の は,「 右(手)

の5」(mut　 tai)に 当 る。

　 老 人 達 の この よ うな 説 明 は,次 の よ うな事 情 を考 え 合 わ せ れ ば,一 層腑に 落 ち易 い

で あ ろ う。 現 在,キ プ シ ギ ス語 で は,明 日を指 す語 はkaronで あ る。 と こ ろが,北 方

の ナ ンデ ィに近 接 す る ベル グロ ト地 方,特 に そ の北 部 の 方 言 で は,ナ ンデ ィを初 め と

す る他 の カ レ ン ジ ン語 系 諸 民 族 と同 様,今 日で も,mutaiと い う語 が 明 日を 表 わ し,

karonが 朝 を意 味 して い る。 換言 す れ ば,キ プ シギ スの 大 部 分 と ベル グ ー ト地 方 で は,

mutaiとkaronと の 意 味 関係 が,明 日 と朝 と を め ぐって 逆 転 して い るの で あ る。 この

よ うな コ ミュ ニ ケ ー シ ョ ン ・ギ ャ ップ を 回避 す るた め に,最 近 で は,ど ち らの 地 域 で

も,朝 を 表わ す た めに は,ス ワ ヒ リ語 で 朝 を 意 味 す る α∫幼 κ痂 の 借 用 語 で あ るsubuhi

を 用 い る ことが 多 くな って い る。

　 カ レ ン ジ ン諸 語 で,mutaiと い う単 語 が,民 族 や地 方 に よ って,朝 また は 明 日の い

ず れ か,あ る い は両 方 を指 すの は,日 本語 に お い て,か つ て は朝 を意 味 して い た 「あ

した」 が,現 在 で は 明 日を 表 わ し,ま た英 語 に お いてmorrowが 古 くは朝 を 表 わ し

て い た が,や が て 明 日また は翌 日を 表 わ す よ うに な り,現 在 で はmorningが 朝 を,

tomorrow(to-morrow)が 明 日を指 す語 と して 用 い られ て い る事 情 を彷 沸 と させ る

もの が あ る9》。

4-2.  amut 昨 日

　 昨 日を指 すamutが,ど の よ う な語 源 を 持 つ か に つ い て は,老 人 達 の 意見 が 分 か れ

る。``A-mut",即 ち,「 私 が 一 周 す る」,あ る い は,``A-mwmut.",即 ち,「 私 が 拳 を 作

る」 と解 す る者,ama-mut(without　 five)だ とす る者 な ど。

　 最 後 の説 を 理解 す る に は,も う少 しゆ っ く り耳 を貸 す必 要 が あ る。1か ら5ま で 指

を 折 って数 を 数 え て来 る と,左 手 に拳 が で き,両 手 の 指 を使 って 表現 で きるす べ て の

数 で あ る10の う ち,半 分 の5が 既 に数 え 終 え られ た こ とに な る。10と い う数 を手 と手

の 指 の 形 象 で 示 す 場 合,両 の拳 を合 わせ て その 掌 を 上 に 向 け,身 体 の 前 に突 き出す 。

この 時,自 分 は,両 の 拳 の 中間 に い る。 「右 の5」 〔本 の指 〕(mut tai)が 明 日(mut)

と い う未 来 を 表 わ す の に 対 して,真 中で あ る今 日に い る 自分 に と って,左 の5(本 の

9)因 み に言えば,日 本語では,古 くは夕方 を表わ した 「ゆうべ」が,今 日で は主 として昨晩を

表 わす ものの,「 ～ の夕べ」 という用法において は依然 として夕方を意 味 して いる。 また,英

語 のeveが,か つて は夕方(evening)を 意味内容 と していたにもかかわ らず,現 在では前の晩

を意味す るよ うにな っているの も類似の言語現象であろ う。
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指)は,過 ぎ去 った 時 を示 して い る。 そ して,左 手 の 指5本 全 部 が既 に折 られ て 拳 に

な って い る こ とは,一 日が完 了 して,過 ぎ去 った 時 が 既 に 昨 日に 至 った こ とを 表 わ し

て い る。 だ か ら,ama-mut(without　 five)即 ち,「(左 手 の)5本 の指 を 失 つて 」 が 昨

日を 意 味 す る こ とに な る。 こ の説 は,こ う主 張 した い の で あ る。

4-3。　 10(taman)と 関連 す る時間 の指標

　 10(taman)が,も う これ以 上 数 え る こ との で きない,「 手 に負 え な い」 数 とい う観

念 を 表 わ して い る こ とを,第3章 第11節 で 見 て お いた 。一 方,一 日 とい う時間 の単 位

が,片 手 の 指 の 数 で あ る5で 示 され て も い る。 この2つ の 事柄 を 同 時 に参 照 す れ ば,

話 者 に と って の 現在 か らの,過 去 と未 来 の 両 方 向 へ の 時 間 的 な 隔 りを示 す特 定 の単 語

が,一 昨 日(oin)と 明後 日(ko]oin)と で 終 って いて,そ れ よ り先 を指 示 す る特 定 の 語

が 存 在 しな い 理 由 が,良 く納 得 で き よ う。

　 即 ち,発 話 者 を起 点 とす る指 示 的(deictic)な 時 間 に つ いて も,過 去 へ も未 来 へ も,

両 手 の10(taman)の 指 に相 当す る2日 を 数 え れ ば,そ こで 「手 に 負 え な い」(tamen-an),

「難 しい」(tam)数 に 行 き着 く事 に な る ので あ る。 老 人 達 は,だ か ら こそ,tamと い

う語 が 時 間 に 関 して 用 い られ る と,(副 詞 と して)「 毎 日」 や 「何 時 も」 を 意 味 す るの

だ と語 った 。

　 しか しな が ら,老 人達 の最 後 の説 明 も ま た,声 調 の 違 いを 等 閑 視 して い る。 こ こで,

第3章 第7節 で 用 い た の と同 じ単純 な 臨 時 記 号 を援 用 して,声 調 を 区 別 して お こ う。

「難 し くな る」 はtamで あ り,他 方,「 毎 日/何 日 も」 はtamで あ る。 声 調 の差 違 と,

そ れ を 重 大視 しな い老 人達 の 「語 源 俗 解 」 の あ り方 との 関 係 に つ い て は,第3章 第7

節 で,lo(6)とlo(遠 い)と の 声 調 の違 い に 関 して付 記 した筆 者 の見 解 を,こ こで も

繰 り返 す ほか な い10)。

　 と ころ で,明 後 日(koyoin)も 一 昨 日(oin)も 共 に,祖 霊(oin,　 oindet)と 密 接 な 関係

が あ る と言 う。 キプ シギ ス で は,あ る人 が 死 ぬ と,家 族 の 間 で は,そ の 人 物 の 名 を 呼

10)言 語 学 的 に は,あ る母 音 の2つ の 声調 は,一 般 に音 韻的 な 対 立 を成 す 以 上,そ の母 音 と他 の

　 母 音 との 対立 と等 価 な 対立 を 示 す と判 断す るの が妥 当で あ ろ う。

　 　筆 者 は言 語 学 者 で は な い ので,キ プ シギス の 声 調 につ いて,厳 密 で体 系 的 な記 述 と分 析 を 試

　 る能 力 を 持 って い な い 。 た だ,素 人 判 断 なが ら,少 な くと も部 分 的 に は,あ る母 音 の声 調 の 違

　 い は,異 な る母 音 同 士 の対 立 と は異 な り,全 く無 関係 な こ とを 指示 す る機 能 とい うよ り は,何

　 らかの 意 味で,対 立 す る と 同時 に親 和 的 で もあ る とい う両 義 的 な相 互 関係 を 担 って い るよ うに

　 思 わ れ る。

　 今,思 い付 くま ま,そ の よ うな例 を幾 つ か 挙 げて お く。 加(vt・ 生 む),り ・・(n.母);sδtet(n.

　 sg・ ヒ ョウタ ン),　s6tonik(n・pl・ ヒ ョウタ ン);ma(n・ 火),　ma(vt・ 乾 かす);耀(vi.死 ぬ),　m2t

　 (n.死);sil(vt.掻 く,掻 きむ しる),　 sil(vt.む しる);min(vt.〔 粘 土 な どを 〕互 い に くっつ け

　 よ う に圧 搾す る),min(vt.把 手 を付 け る),　i　t(vt・ 数 え る),　kaitet(n.数 え る こ と,数)。

149



国立民族学博物館研究報告　 14巻1号

ぶ こ とが禁 じ られ,そ の人 物 は,「 昨 日の人 」(chichigon]e)と 言 及 され な け れ ば な ら

な い[ORcHARDsoN　 l961:105]。 オ ー チ ャー ドソ ンは 故 人 の 名 を家 族 の 間で 呼 ぶ

こ とを禁 じ,単 に 「昨 日の人 」と呼 ぶ 期 間 を,漠 然 と 「何 か月 もの 間 」[ORCHARDSON

l961:105]で あ る と のみ 記 して い る。 実 は,故 人 の 長 男 が,割 礼 を含 む イ ニ シエ ー

シ ョン諸 儀 礼 を 受 け,父 親 の 幼 名(仮 りに,kip-Xと い う名 と す る)に 因 ん で父 称

(araP　X)を 貰 う[小 馬　 1982a]ま で11),こ の 禁 止 が続 くので あ る。

　 祖 霊 を指 す 名 詞 の 単 数 定 形(英 語 で 言 え ば,定 冠 詞 付 きの 単 数 名 詞 に 当 る もの)は,

oindetで あ るが,そ の 単 数 不 定 形(英 語 で 言 え ば,不 定 冠 詞 付 きの,あ るい は 冠 詞

の付 いて い ない 単 数 名詞 に 当 る もの)はoinで あ って,一 昨 日を意 味 す るoinと 全 く

同一 で あ る。 要 す るに,比 較 的最 近 亡 くな った 人 物 が 「昨 日の 人」 で あ る の に対 して,

比 較 的 遠 い祖 霊 が,「 一 昨 日の 人」 な の で あ る。

　 一 方,老 人達 に よ れ ば,明 後 日(ko1oin)と は,「 お前 が祖 霊 で あ る」(ko-i-oin)時

で あ る と言 う　 　 な お,koは 繋 辞,　iは2人 称 主 格 接 頭 辞 で あ る。

　 これ らの 例 で は,明 後 日,明 日,昨 日,一 昨 日は,文 字 通 りの 意 味で 用 い られ て い

る と い う よ り もむ し ろ,話 者 の 現在 か らの,想 像 で き る限 りの 隔 た りを分 節 す る比 喩 的

な尺 度 と して 用 い られ て い るので あ る12)。 これ らの指 示 的 な時 間 に つ い て の 分節 は,

明後 日/明 日/昨 日/一 昨 日の配 列 と 同様,未 来 も過 去 も二 層 を 成 して お り,そ の ど ち

らに おい て も,第 一 層 が5(mut)と,第2層 が間 接 的あ る い は観念 的 に は10(taman)

と,よ り直 接 的 か つ言 語 的 に は 「祖 先 」@η)と 結 び付 いて い る。

　 と こ ろで,上 で は,koyoinとoinを,便 宜 的 に,明 後 日及 び一 昨 日と訳 して お い

た。 しか しなが ら,よ り厳 密 に言 え ば,koyoinが 明 後 日 とそれ 以 後 を,　oinが 一 昨 日

と それ 以前 を 意 味 して い るの で あ る。 そ れ ゆえ,指 示 的 な 時 に お い て は,勿o伽 の

語 で 比 喩 され る以 上 に遠 い未 来 も,ま たoinの 語 で 比 喩 さ れ る以 上 に遠 い過 去 も存在

しな い の だ と も言 え るだ ろ う。

4-4.　 月 名 と5(mnt)

　20世紀初頭イギ リス人に征圧されて,キ プシギスの土地が植民地に組み込まれるま

で,キ プシギスは,月 齢に基づ く一種の大陰暦を用いていた。1月 は30日 から成り,

11)た とえ ば,父 親 の 幼 名(よ り正 確 に言 え ば,そ の うち の"粥 名"[kainetaP〃musarek])がKiPlang'at

　 で あ れ ば,割 礼 一 イニ シ エ ー シ ョンを 済 ま せ た 息子 に与 え られ る父 称 は,arap　 Lang'atと な り,

　 同様 に父 親 の幼 名 がKiprotichで あ れ ば,息 子 の父 称 は,　arap　Rotichと な る[小 馬 　 1982a]。

　 　な お粥 名 は,男 性 で あれ ばKip一 とい う男性 接 頭 辞,女 性 で あれ ばChep一 とい う女 性 接 頭

辞 で始 ま る の が普 通 で あ る 。

12)こ れ らの用 法 は,い わ ば,日 本語 で 「き ょ う」(今 日)に 対 して 「こん に ち」(今 日)と 言 い,

　 未 来 に 対 して 「あ した」,過 去 を振 り返 って 「きの う」 と言 う時 の各 語 の 内包 に通 じる。
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今 日伝 え られ て い る と こ ろで は,一 年 は12の 月 か ら成 って い た 。 と ころ が,最 年 長 の

老 人達 は,月 数 が12に な った の は,植 民 者 の導 入 した太 陽暦 の 影 響 を受 けた 後 の こ と

で あ り,そ れ 以 前 は,キ プ シギ スの 一 年 は,ナ ンデ ィの場 合 と同 様,10の 月 で 成 って い

た と言 って い る。 これ が 正 しい とす れ ば,本 稿 で の論 旨 に良 く適 合 す る。 しか しな が

ら,最 長 老 達 は,そ れ らの10の 月 名 が 何 で あ った か,正 確 に は思 い 出 せ な い。 キ プ シ

ギ スの 古 老 達 が 言 及 した 通 り,ナ ンデ ィで も,古 くは,一 年 が10の 月 か ら成 って いた

と い う伝 承 を,筆 者 自身 も,ナ ンデ ィを 調 査 した 時 に老 人 達 か ら教 え られ た。

　 そ こで,今 日キ プ シギス とナ ンデ ィに語 り継 が れ て い る そ れ ぞれ の大 陰 暦 の12の 月

の 名 称 か ら,両 民 族 が共 有 して いた とい う一 層 古 い暦 法 の10の 月 名 と,そ れ らが や が

て 現 行 の12の 月 に 取 って代 られ る歴 史 的 過程 とを 推 理 して み よ う。 両 民 族 の 伝 え る大

陰 暦 の 月 の 名 の うち,11の 名 称 は,ほ ぽ対 応 して い る。 この 事 実 は,一 年 が10の 月 か

ら成 って いた 時 代 には,キ プ シギ ス で もナ ンデ ィで も,月 の 名称 もそ れ らの 継 起 す る

順 番 も同 一 で,両 者 の 暦 に は全 くズ レが無 か った とす る両 民 族 の 最 古 老 達 の 主 張 と,

根 本 に おい て 良 く合 致 す る。

　 で は,一 年 は,一 体 ど の 月 か ら始 ま って い たの だ ろ う か。 ホ リスに よれ ば,ナ ンデ

ィの 暦 はkiPtamo月 か ら始 ま り,こ の 月 は(当 時)太 陽暦 の2月 に 当 って いた ら しい

[HoLLIs　 1909:19,94-95]。 一 方,オ ー チ ャー ドソ ンは,キ プ シギ ス の暦 につ いて,

「Roptue(黒 い 雨)と 呼 ばれ る8月 に相 当す る月 は …」[ORcHARDsoN　 1961:33]と

書 い て い る。ペ リス テ ィア ニ ィも キ プ シギ スに 関 して,「Roptui月 は,今 日,ベ ル グ ー ト

地 方 で は ほ ぼ8月 に 当 り」,「Kiptamo月 は … ほ ぼ3月 に 当 り」,そして 「Mulgul月 は …

1月 に 当 る 」等 の記 述 を残 して い る[PERIsTIANY　 1939:132]。 キ プ シギス の 老 人

達 もま た,覚 え て い る限 りで は,Mectgul月 が一 年 の 最 初 の 月 で あ った と語 って い る。

　 さて,以 上 の資 料 を手 が か りと して,キ プ シ ギ ス と ナ ンデ ィの 古 い 月 名 の 対照 関係

を 示 す一 覧 表 を作 って み よ う(表4)。

　 表4か ら判 る通 り,両 兄 弟 民 族 の 暦 で,名 称 に関 して 対 応 す る月 を 持 た な い の は,

キプ シギ ス のMamut月(5月)と,ナ ンデ ィのMulgulik oieng月(11月)と で あ る。

この2つ を別 に すれ ば,ど ち らの 民 族 の 暦 で も,他 の11の 月 は,そ れ ぞ れ が相 手 側 の

暦 の 中 に対 応 す る月 の 名 称 を 持 って い る。

　 と ころ で,キ プ シギ ス のKipsunde　 netai月(11月)は,「 最 初 のKiPsunde」 月,

Kipsunde　 nebo　aeng'月(12月)は 「第2のKipsundeJ月 の 意 味 で あ り,ま た ナ ンデ ィ

のKipsunde　 oieng月(9月)は 「Kipsunde　 2つ 」 月,　 Muggulik　oieng月(11月)は

「Mutgul　 2つ 」 月 の 意 味 で あ る。 そ れ ゆ え,キ プ シギ スのKiPsunde　 nebo　aeng'月 と,
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表4　 キプ シギスとナ ンデ ィの 「大陰暦」 の12の 月名の対照

キ　 プ　 シ　ギ　ス ナ　 　ン　　デ 　　ィ

[HoLLIs　 　1909:94-95]

1 Mulgul

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12

Ng'etiyot 

Kiptamo 

Iwatkut 

 Mamut 

Baki 

Ng'eiyet 

Roptui 

Puret 

Epeso 

Kipsunde netai 

Kipsunde nebo aeng'

10 

11 

12 

1 

2

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9

Mulgul 

Mulgul  ()jag 

 Ngotiot 
Kiptamo 

Iwat-kut

Wake 

 Ngei 

Rop-tui 

Puret 

Epeso 

Kipsunde 

Kipsunde  oiefig

ナ ンデ イの1(Kipsunde oieng9月 及 びMulgulik oieng月 は,両 民族 が英 国植 民地 政 府 の支

配 を 受 け るよ うに な った 後,自 らの 大 陰 暦 法 を 植 民 者 の太 陽暦 に等 置 すべ く修 正 す る

必 要 に迫 られ た結 果 導 入 した 閏 月 で あ るだ ろ う と判 断 で きる だ ろ う。 さ らに,両 民 族

の最 古 老 達 が共 に,植 民 地 化以 前 は 両 民 族 が 同 一 の 暦 を共 有 して い た と主 張 して い る

事 実 に 基づ い て,ナ ンデ ィの暦 に対 応 す る月 名 を 持 って い な い キプ シギ ス のMamut

月 が,月 数 の10か ら12へ の 増 加 措 置 に 伴 って 創設 され た月 名 で あ る と推 定 す るの が妥

当 で あ ろ う。

　 この よ うに整 理 して来 る と,キ プ シギ ス とナ ンデ イ が,植 民 地 化以 前 に共 有 して い

た暦 に お いて 一 年 を 構 成 した10の 月 の 名 が,Mulgul,　 Ng'eti　ot(ま た はNgotiot),

Kiptamo,　 lwat-kut,　Baki(ま た はWake),Ng'ei[-yot],　 Rop-tui,　Puret・Epeso,　Kipsunde

で あ った と推 定 す る ことが 可 能 に な る。

　 今,筆 者 が 最 も大 きな 関 心 を 抱 い て い る の は,キ プ シギ ス,ナ ンデ ィ両 民 族 が 共 有

した とい う古 い大 陰 暦 の10の 月 の 名称 の 同定 で あ る よ りは,む しろ,両 民 族 が 英 国 の

支 配 下 に入 って 分 断 され,そ の 結 果 自 らが 用 い て来 た 大 陰 暦 を 改 変 す る必 要 に迫 られ

た 時 に,各 々の 民 族 が そ れ ぞ れ 採用 した対 応 の仕 方 の方 で あ る。ナ ンデ ィは,(お そ ら

く,一 年 の最 初 と最 後 の月 で あ った)Mulga9.月 とKipsunde月 の 後 に そ れ ぞ れ ひ と

つ の 閏 月 を 入 れ,そ の 閏 月 に は 先 行 す る 月 に準 じた 名称 を与 え る形 で 問 題 の 解 決 を 図

った。 これ に対 して キ プ シギ スは,ナ ンデ ィ と同 様,一 年 の 最 後 の 月 で あ るKipswnde

月 の後 に ひ とつ の 閏 月 を 置 き 「第2のKi　 sunde」 月 と呼 ぶ 一方,Iwatkut'月 とBaki

月 の間 に,全 く新 しい名 称 を 持 つ 月 を 創設 す る方 法 を と ったの で あ る。
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　 こ こで は 詳 し く説 明 を加 え る余 裕 は ない が,た とえ ばRψ 観(黒 い雨)に 見 る 通

り,古 い10の 月 名 は,い ず れ も それ ぞ れの 季 節 に 特 徴 的 な 自然 現 象 や,農 事,人 事 を

叙 述 して いる。

　 で は,キ プ シギ ス が太 陽暦 へ の適 応 のた め に新 し く作 り出 し たMamutと は,ど の

よ うな 意 味 内容 を 表 わ す 名称 で あ ろ うか 。 まずmutは5で あ る。　maは 否定 の 接頭 辞

だ が,オ ーチ ャ ー ドソ ンが,「 この 接 頭 辞(〃 切 は,名 詞 と共 に 用 い られ る と,"ほ か

で もな い"(nothing　 but)を 意 味 す る」[ORcHARDsoN　 1961:3]と 述 べ て い る 通 り

で あ るか ら,Mwmutと は,「 ほか な らぬ5」 の 月,あ るい は,「 ほか な らぬ5番 目」 の

月 を 意 味 す るの で あ る。 す る と,Mamntは,他 の月 の 名称 と は命 名 原 理 を異 に して お

り,序 数 また は 基 数 の5を こ と さ らに 強調 した,そ れ ゆえ に無 機 的 で 抽 象 的 な,異 彩

を 放 つ 名 称 とな って い る と言 わ ざ る を得 な い。

　 そ れ で は,こ の事 実 の背 景 とな って い る も の は,一 体 何 で あ ろ うか 。 キ プ シ ギス で

は,圧 倒 的 な 外 圧 が招 い た生 活 の急 激 な変 化 に対 応 す るた めに 伝 統 的 な 暦 法 を 変 更せ

ざ るを 得 な くな った。 しか しな が ら,変 更 した 後 で も な お,暦 法 を 彼 等 の 伝 統 的 な 時

間 ・空 間 観 を 初 め とす る コス モ ロ ジ ーに少 しで も適 合 的 な もの に留 め て お こ う とす る

キ プ シギス の 努 力 こそ が,Mamutと い う奇 妙 な 名 を持 つ月 が この 時 期 に創 設 され た

動 機 で あ っ ただ ろ う と,筆 者 は 考 え て い る 。

　 も う少 し詳 細 に論 じて み よ う。 伝 統 的 な暦 法 に よ る一 年 が10カ 月 に分 か れ る こ と は,

筆 者 が これ まで に 様 々な 角 度 か ら 記 述 し分析 して来 た キプ シギ ス の コス モ ロ ジ ーに

良 く合 致 す る。 表4を も う一 度 参照 す る と,キ プ シギ ス も,ナ ンデ ィも共 に 第2の

Kip∫unde月 を 持 って い るか ら,ひ ょ っ と した ら,植 民 地化 され る以 前 で も,そ の 必要

が 生 じた 場 合,そ の 都 度Kipsunde月 の後 に 閏 月 で あ る第2のKiPsunde　 Eを 設 け る こ

と に よ って,暦 と実 際 の 季 節 との 間 に生 じた不 調 和 を調 整 す る方 法 が と られ て いた の

か も知 れ な い。 閏 月 は,あ くまで も閏 月 で あ るが ゆ え に,例 外 で しか な く,暦 法 の基

本 的 な原 則 を 歪 めず,従 って コス モ ロ ジ ーに対 す る 決定 的 な変 異 を生 じさせ る性 格 を

持 ち得 な いか らで あ る。

　 と ころで,sunde[-t]と は,獣 の 脂 の こ とで あ る。 つ ま り,・KiPsunde　Aは,か つ て,

一 年 の サ イ クル の 最 後 に 当 る月 で あ り
,こ の月 に シ コ ク ビエ と コウ リャンの 収 穫 が 終

る と 「年 が 尽 きた」 と言 われ,収 穫 感 謝祭 で あ るroret儀 礼 が催 され たの で あ る。 この

月 に は家 畜 が 供 犠 され,家 々に は 家 畜 の 脂 が た くさ ん あ ったの で,こ の 月 をKipsunde

と呼 ぶ の だ と人 々が 説 明 して い る。 キプ シギ ス は,(筆 者 が第3章 第6節 で 明 らか に

して お いた 通 り)何 かを 「二 分 す る」(mut),あ るい は 「一 周 す る」@π の とい う観
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念と不可分に結合した数である5(mat)を 強調 したMwmut月(「 ほかならぬ5」 の

月)を,第4の 月であるIwatkut　Eの 後に新設することによって,観 念上,一 年を,

Meclgul月 からEPeso月 までの5カ 月2組 から成る10カ月の仕事の時間 と,　 2つ の

Ki　sunde月 から成る儀礼の時間とに分け,後 者を,い わば時間外の時間,あ るいは世

俗的な時間に対する聖なる時間と見徹そうと試みたのではないだろうか。そうするこ

とによって,5の2セ ットから成 り,10で 完結するという,キ プシギスの時間 ・空間

観の基本的な枠組は,ま がりなりにも維持されることになるからである。

　 しかしながら,キ プシギスのこのような象徴論的な試みは,当 時の時代状況におい

て,ほ とんどいかなる実質も持ち得なかった。やがてキリス ト教伝導団の学校で教育

を受けた一人の若者が,1930年 頃から梨耕を利用 し,民 族の慣習法の盲点を巧みに突

きながら,民 族が共有する放牧地を徐 々に囲い込み始めた。この動きが,植 民地政府

の圧倒的な支持を得ると,民 族が共有する放牧地の私的な囲い込みが瞭原の火の如き

勢いで広が り,1950年 頃までには,キ プシギスの土地は,寸 土に至るまで囲い込まれ,

細分化されて しまった。その結果,キ プシギスは,植 民地体制における資本経済にい

よいよ本格的 に包摂 されて行 くことになるのである[小 馬　1985a]。 この過程の進

行と並行するようにして,キ プシギス語の月の名称に代って英語の月名だけが用いら

れるようになり,や がてキプシギス暦の12の 月の名も,ほ とんど人々の記憶から消え

去 ってしまったのである。

5.動 詞 の時制 と指示副詞

　本論稿が,言 語学的な関心に基づいて執筆されているのでないことは,冒 頭で述べ

た通 りである。 しか しながら,あ る社会における時間の観念を考察する場合に,そ の

社会に固有の言語の統辞法に表現 されている人間の認識活動と時間との関わ り方を全

く等閑視することも適切ではない。そこで,こ の問題を,筆 者の限られた能力に応 じ

て,ご く簡略に素描 しておきたい。

　浅学ながら,筆 者がこれまでに接 した限 りでは,キ プシギス語を初めとするカレン

ジン諸語の動詞体系を説得的に論述 した著作はほとんどないと言 ってよい。信頼のお

ける唯一の論文の中で,ク レイダーは,キ プシギス語の動詞の過去時制について,こ

う述べている。「kA(:)一,　kO:一,　kI:一の3つ の時制接頭辞がある。 これらの時制接頭

辞は,そ れぞれ,今 日という期間内の過去,昨 日,一 昨日またはそれ以前に言及する

ものである」[GREIDER　 1962:47]。

　動詞の過去時制に関する,ク レイダーのこの記述は,筆 者が第4章 第3節 で論 じた,
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数 の5と10と に 結 び付 いた 時 間指 標 の構 造 と,ピ ッタ リ適 合 して い る。 即 ち,筆 者 は,

5(mut)と 「昨 日」(amut)と が,ま た10(taman)と 「何 時 も/毎 日」(tam)と が 観

念 と して 結 び付 い て い る こ と,加 えて,そ の それ ぞ れ の 組 が,比 較 的最 近 死 亡 し,長

男 が まだ イ ニ シエ ー トされ て い な い死 者 を 意 味 す るchichigonye(Lit.昨 人 の 人),及

び それ よ り も古 い 死 者 で あ る祖 霊oin[-det](Lit.,一 昨 日の 人)と も観 念 的 に 結 び合

わ され て い る こ とを 示 して おい た の で あ った。

　 一 方,ク レイ ダ ーに よ れ ば,「(時 制 接 頭 辞 の)kA(:)一,　 kO:一,　kli一 体 系 が,過 去 に

関 して 機 能 して い るの と同 じ仕 方 で,未 来 の 時 間 を指 示 す るた めに 機 能 す る い か な る

時 制 接 頭 辞 の 体 系 も,キ プ シギ ス語 に は存 在 しな い」[CREIDER　 I962:47ユ 。 た だ

し,「 基本 的 に は叙 法 的 な性 格 を 持 って い る もの の,あ る相 を 含 意 す る結 合 に お い

て,未 来 の 時 間 に関 す る区 別 を 表 わす 接 頭 辞 と副 詞 の,ひ とつ の貧 弱 な セ ッ トが あ る」

[CREIDER　 l962:47-49]。 しか しな が ら,そ の セ ッ トに よ る未 来 の時 間 の 表 達 は,

過 去 の時 間 の 言 語 的 表 達 程 に は,明 確 に 構 造 化 され て い な いの で あ る。

　 と ころで,あ る言 語 の 動 詞 体 系 に お い て,全 部 の,あ る い は一 部 の時 制 表 現 の 体 系

が欠 如 して い る こ と は,そ の 言 語 の話 し手 達 が,時 間 の意 識 を 持 って いな い とか,そ

れ を 表 現 す る能 力 を 欠 い て い る こ とを 意 味 す る こと に は少 しも な らな いの は,言 うま

で も無 い 。 実 際,動 詞 の 時 制 に依 存 しな く とも,相 や 叙 法 に よ って 時 間 を 表 現で きる。

それ ばか りで な く,そ れ らの いず れ に も依 拠 しな くと も,時 間 指 示 的 な 名詞 を 用 い

た り,そ の 名 詞 を 副 詞 と して 用 い る こと に よ っ て も,精 細 に 時 闇 を 指 定 す る こ とが 可

能 で あ る。

　 キ プ シギ ス語 の 場 合,話 者 の今 を起 点 と す る時 間 指 示 的 な名 詞 ・副 詞 が,過 去 と未

来 に関 して 相 称 的 に配 列 され て いる こ とを 第4章 第4節 で 述 べ て お いた 。 そ こで 取 り

上 げ たoin(一 昨 日 も し くは それ 以 前),　amut(昨 日),　karonま た はmutai(明 日)

及 びkoyoin(明 後 日 も し くは それ 以 後)以 外 に も,勿 論,時 間 を 細 か に指 示 す る副 詞

は た くさ ん存 在 して い る。

　 た とえ ば,amutが 昨 日を一 般 的 に指 示 す るの に 対 して,　oligon2eは,昨 日の あ る特

定 の時 点 を 指 示 す る。 そ れ ゆ え,一 例 を示 せ ば,2つ の う ちの ど ち らの 副 詞 を 用 い る

か に よ って,次 の よ う な微 妙 な ニ ュア ンス の 違 い を 表現 す る こと がで き る。

Ko inam borto amut kon iwe.

(あなたが立ち去った昨日,私 は体の具合が悪 くなった)。

Ko inam borto  oligonye kon iwe.

(昨 日あなたが立ち去った直後,私 は体の具合が悪 くなった)。
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　 と こ ろで,oligonyeは,　 oli(こ こ)-ko(繋 辞)-inye(2人 称 単 数 代 名 詞 主 体)と い

う構 成 を 持 つ 語 で あ り,直 訳 す れ ば,「 あ な た の い る この場 所 」 とな ろ う。

　 今 こ こで 詳 し く論 じる こ とは で きな い が,oligin1e(ず っ と昔 の 特定 の時 点),　olda-

ginye(ず っ と昔)な どの よ うな過 去 の 時 を 指 示 す る 副 詞 は,す べ て,　oli(こ の 場

所),olda(場 所)な ど場 所 を 指示 す る名詞 が人 称 名 詞 と結 合 して 形 成 され て い る。 まだ

記 憶 され て い る比較 的近 い過 去 を意 味 す るyuginyeの 構 成 も同様 に,yu(こ こ)一aginye

(あ なた も また)の 構 成 を 持 つ と分析 す る こ とがで きる。

　 こ こで は,未 来 の時 間 を 指 示 す る副 詞 に つ い て の 分析 は省 略せ ざ る を得 な い けれ ど

も,キ プ シ ギス語 で は,し ば し ば空 間 的 な距 離 を 示 す 概 念 が 時 間 的 な距 離 を示 す概 念

に 拡 張 され て い る こ とは,以 上 の短 い 考 察 に よ って も,既 に 明 らか に され て い る も

の と思 う。加 え て,時 間 は,話 者 に と って の 現 在 を 起 点 と して,過 去 の方 向 へ も,未

来 の方 向 へ も距 離 の大 き さに従 って 三 層 構 造 を 成 して い た が,空 間 もま た,話 者 の い

る地 点 を起 点 と して,そ こか らの 距 離 の 大 き さに 従 って三 層 構 造 に な って い る こ とが,

指 示 的 な 代 名 詞,形 容 詞,副 詞 の セ ッ トを 幾 つ か 眺 め て み れ ば よ く判 るで あ ろ う(表

5)。

　 表5の 各項 で,1は 手 の届 く範 囲,[1は 手 の 届 か な い範 囲,皿 は そ の うちで も ず っ

と遠 方 を,そ れ ぞ れ指 示 して い る。 この よ うに 一覧 す る と,空 間 的 な 距 離 の3つ の

層,1,II,　 IHは,指 示 形 容 詞 単 数,及 び指 示 代 名 詞 単 数 で は,3つ の接 尾 辞 の 組,

-i ,-on,-inで 指 示 され て お り,ま た 指 示 形 容 詞 複 数,指 示 代 名 詞 複 数,及 び指 示 副

詞 で は 別 の3つ の接 層 辞 の 組,-u,-on,-unで 指 示 され て い る こ とが判 る13)。

表5　 キプシギスの指示的語彙に表われた空間概念

(1)指 示 形容詞

I  ni 

II non 

III  nin

(こ の)

(そ の)

(あ の)

chu 

chon 

chun

(これ らの)

(それ らの)

(あれ らの)

(2)指 示代名詞

I inoni 

II  inonon 

III inonin

(これ)

(それ)

(あれ)

irochu 

irochon 

irochun

(これ ら)

(それ ら)

(あれ ら)

(3)指 示 副 詞

I  yu 

II yon 

III yun

(こ こ)

(そ こ)

(あ そ こ)
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6.数 観,時 間観,空 間観,存 在 観,及 び コス モ ロ ジー

6-1.　 存 在観(存 在 論)

　前章までは,キ プシギスの手 と指を使 った数の指示の仕方を記述 ・分析することを

端緒として,彼 等の数観 時間観及び空間観を深 く立ち入って考究 した。その過程で,

存在観ないし存在論については所々で断片的な記述を行なった。 これ ら多岐にわたる

事柄に纒わる諸観念を,も う一度あらためて見わたし,そ れ らに通底す る宇宙論的

なパースペクティブを獲得する手がかりと して纒めてみたのが,表6で ある。

　表6は,キ プシギスの時間観 空間観,数 観及び存在観が,い ずれも自分(あ るい

は話者)の 存在する地点を起点として,距 離の大きさの程度に従って,三 層構造を成

しており,あ る程度は相互に重層 し合うものであることを示 している。

　さて,表6に 示 したキプシギスの存在観の概略については,も う少 し説明を加えな

がら検討を進める必要があるだろう。今 し方述べた通 り,表6の 各欄の起点はいずれ

も自分である。 この場合,自 分 とは,ヒ ト(ehi-[to]),即 ちイニシエーション諸儀礼

を終えて,正 式に社会の責任ある成員であると認められた存在である。kipsigis[-iek]

とは,今 日では民族名 ともなっているが,も ともとは 「イニシエーション諸儀礼を無

13)た だ し,こ れ らの例 は,い ずれ も同一方向の距離を3段 階に区別す る場合である。一方,話

　者 を起点 として,異 なる2方 向を区別す る場合にも,距 離を指示す る接尾辞が用 い られ るが,

　 この場合 には,上 記 の組``-i,-on,-in,"の うち,-onを 除 いた 一iと 一inの2つ の接尾辞が選

　 ばれている。

　 　次にこの距離を指示 する2つ の接尾辞を持 った2つ の名詞あるいは副詞の組によ って,空 間

　的に対立す る2方 向,あ るい は時間的に対立する2方 向が指示 されて いる例を挙げる。

kamosi 

kamosin 

bitoni 

bitonin 

 oli 

olin

nguniton 

ngunoton

(こち ら側/起 点 の側)

(向う側/起 点ではな い側)

(こち ら岸)

(向う岸)

(こ こ/こ の地域)

(あそ こ/あ の地域)

(たった今)

(つい先程)

　以上の場合,指 示接尾辞 一iと 一inは,や はり,基 本的 には手の届 く範囲(近 く)と 手の届

かない範 囲(遠 く)の 対立を意味 していると考え られる。

　因みに言 えば,sisi(終 え る)とsisin(始 める)の2つ の動詞の意味の対立 も,同 様 に,距 離

の程度を示す2つ の指示接尾辞 一iと一inと によ って表わ されている。 この場合,既 往は手の

届 く範囲(近 く)に あ り,未 然 は手の届かない範囲(遠 く)に あ ると考え られていることにな

ると言 えるだろう。 ここに,キ プシギスの時間観における時間の流れの方 向を考えるひとつ の

手 がかりを見出せ そうであ る。
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表6　 キプシギスの時間観 空間観 数観 存在観の整理

時 間 観

deicticな 時

 kovoin

(明後 日以降)

 mutai. karon

(明 「 日)

ra. rani.  rain'

(今 「 日)

 amut,  oligonvc

(昨 日)

 °In

(一昨 日以前)

時 制

(今 日 時 制)

明 日 時 制

一昨 日以前時制

空間観
距離の接尾辞

-in

-on

一1

-on

-in

数観 存 在 観
(人間及び超人間的存在のカテ ゴ リー)

yoin[-det](Lit.,
神)

lakwet
ない者)

明後 日以降 の ヒト;創 造者 一

子供 …… イニ シエ ー シ ョンの済 ん で い

chepsigisin  [—det]
kipsigisin  [—det]

(女)(
男)

chichigonye (Lit.,

chi
ヒ ト… … イ ニ シ エ
一 ションを経た者

昨 日の ヒ ト・… ・長 男 がま だ
イニ シエーシ ョンを経 る以前の死者 〔の地位〕)

oin  [—del (Lit., 一昨 日以前の ヒ トヌ祖霊

事 通 過 して,社 会 的 に"生 まれ た"」(sigis)「 男 性」(kip-〉 を 示 す 妙 瑠 癖 〃[-det]と

い う語 の 複数 形 で あ って,女 性 を排 除 した 概 念 で あ る。一 方,イ ニ シエ ー シ ョン諸 儀

礼 を済 ませ た女 性 は,男 性 接 頭 辞kip-の 代 りに,女 性 接 頭 辞chep一 を動 詞sigisに 冠

して,単 数 な らばchepsigisin[-det],複 数 な らばchePsigis[-iek]と 呼 ばれ る。 だ か ら,

少 な くと も植 民地 化 され る まで は,性 を 無 視 して 民族 全 体 を指 し示 す 自称,い わ ば 自

称 と して の 民族 名 は存 在 して い なか った の で あ る。

　 キ プ シギス は,か つ て 男 女 を 問 わず に成 員 に 言 及 す る場 合 は,単 に ヒ ト(sg.　 chi/

chito,　pl.　bich/bik)と 呼 ん だ し,今 日で も同様 で あ る。 但 し,今 日で は,　chiは 異 民 族

を も指 示 し得 る けれ ど も,か つ て は,カ レ ン ジ ン語 系諸 民族 以 外 の異 民 族 はchi,即

ち ヒ トに は含 ま れ て いな か った 。 そ れ は,カ レ ン ジ ン語 系 諸 民 族 以 外 の 異 民 族 は,キ

プ シ ギス の もの と ほぼ等 しい イ ニ シエ ー シ ョ ン諸 儀 礼 を 受 けて い な い か ら,つ ま り,

「社会 的 に生 み成 されて 」(sigis)正 式 に社 会 の 成 員 とな る過 程 を経 て い な いか らで あ

る。 それ らの 異 民 族 は,こ の 意 味 で,永 遠 に子 孫 へ 回 帰 す る 「魂 」(atondoi　 et)を 持

た な い の だ か ら,野 獣 に等 しい。 この 理 由 に よ って,人 間 を 殺 す 事 に つ い て も,キ プ

シギ スを 初 め とす る カ レ ン ジ ン語 系諸 民 族 の 成 員,即 ち ヒ トを 殺 す こ とはrum,そ れ

以 外 の 異 民族 を殺 す こ とは,野 獣 を殺 す こ と と 同様,barと 言 い,峻 別 さ れ て い る。

　 全 く同 じ理 由か ら,子 供 もま た,通 常 ヒ トに は含 まれ ず,あ くまで も子 供(takwet)

と分 類 され,指 示 され て い る。 つ ま り,子 供 は,イ ニ シ エ ー シ ョ ン諸 儀 礼 を 首 尾 良

く通 過 して,正 式 の 社 会 成 員 と認 め られ るよ うに な る ま で は,「 キプ シギ ス と 考 え

られ るの で は な く,単 に キプ シギ ス の 子 供 と考 え られ る の で あ る」[ORCHARDSON

l961:58]。 子 供 は,ま だ 男(kiPsigisindet)で も女(chePsigisindet)で もな い 。要 す る
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に,ヒ ト(chi)で はないのである。 キプシギスにとって,子 供とは,そ のような社会

的にはまだ正式の成員とは認められていない,未 成の人間存在のあり方を示す概念で

ある。かつて飢謹の時には,隣 接する農耕民グシイとの間で,子 供 と穀物を交換 した

事も,ま た異民族か らと限られている養取慣行で,そ の対象を子供 と限定 していた事

も,全 く同一の人間観から出たことである。幾分 くどくなったかも知れないが,表6

の各欄の項目の共通の起点となっている自分 とは,ヒ ト,即 ちイニシエー トされた者

であることを,ま ず明確に しておく。

　創造主(20in[-det])と 祖霊(oin[-det])と が,直 訳すれば,そ れぞれ 「明後日以降

の ヒト」と 「一昨日以前のヒト」を意味 しており,今 日現に世界に生きているヒ トを

起点にすると,そ れらが時間に関 して,対 瞭的なカテゴリーであることは,既 に論 じ

た。

　ところで,あ る男が,彼 の投げた槍を身 に 受けたまま巣穴に逃げ込んだハイェナ

を追って行ったところ,地 下では,そ のハイエナが人間に姿を変 じ,槍 を投げた人物

の知っている多 くの故人達 と共に地上の世界 と同様の社会生活を営んでいたという話

を,オ ーチャードソンが採録 しているが[ORcHARDsoN　 l961:126],こ の話及びそ

の異版は,キ プシギスの間で広 く知られている。

　祖霊は地下に住んでいて,地 上へ出るとハイエナに化すると,キ プシギスは信 じて

来た。 ハイエナとは,キ プシギスにとって,死 や不幸をもた らす恐るべき存在であ

る。何時までも独身である者は,氏 族外婚制をとるキプシギスの社会では,女 性の交

換による氏族間の連合に依拠する民族の統合 と,結 婚による氏族の再生産並びにその

永続を否定する存在,い わば,氏 族と民族に死を招来する者であると考えられるがゆ

えに,忌 まれ,軽 蔑されてハイエナと呼ばれる。同じ意味において,子 供を産めない

既婚女性も社会秩序の破壊をもたらすので,嫌 われて,ハ イエナにたとえられるので

ある。

　ハイエナと密接に重ね合わせて考えられている祖霊 は,基 本 的 には,非 道徳 的

(amoral)な 存在であ り,子 孫に対する過剰な愛情のゆえに,あ るいは,単 に肉や牛

乳や ビールを子孫 にねだる目的で,子 孫の肉体に働きかけては病を生ぜ しめて苦 しめ

る存在として,ひ たすら敬 して遠 ざけられている。 この点で,祖 霊(oindet)は,ハ イ

エナと同様,社 会とその秩序の破壊者であって,世 界の 「創造者」(ノoindet)と して

その秩序の保持者でもある神 とは対照的な性格を持 っている。

　一方,キ プシギスの間には,祖 霊が適切な時期に子孫である新生児に再来 し,そ の

魂となって,こ の世で再び生をうけるという強い信仰がある[小 馬　 1987a:4-5]。 祖
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霊 は,孫 の世 代 へ 再 来 す る場 合 が 多 く,一 般 に,「 孫 は こ う して,祖 父母 の性 格 を 受

け継 ぐ」[ORcHARDsoN　 l919:418]と 考 え られ て い る。 万 一,祖 霊 が何 らかの 理

由 で子 孫 への 再 来 を拒 め ば,そ の 結 果,家 内 の 女性 は不 妊 に陥 る と考 え られ て い る。

　 加 えて,ハ イ エ ナ は,あ る人 物 が誕 生 す る と同 時 に,そ の 人 物 の 運 命 を 決定 す ると

言 わ れ て い る し[小 馬 　 1982a:155],ま た,死 者 に 生 命 を 与 え て 蘇 らせ る力 も持 っ

て い る と も考 え られ て い る[ORcHARDsoN　 l961:126-127]。 つ ま り,個 人 の生 命

と性 格 及 び運 命 を 決 定 し,支 配 す る とい う側 面 で も,祖 霊 とハ イ エ ナは,イ メ ー ジ と

して 分か ち難 く重 な り合 って い る。 な お,こ の側 面 で は,祖 霊 が神 に似 た属 性 を持 つ

こと に もな るの だ が,そ れ は,祖 霊 も ま た,世 界 の 一 切 の 現 象 の 背 後 に遍 在 す る神 の

意 志 の支 配 下 に あ って,神 の 意志 の一 部 分 を代 理 者 と して 行 使 して い る か らだ と さ れ

て い る。

　 表6を 参 照 しな が ら,人 間 存 在 の 時間 的 な遷 移 を追 って み よ う。 す る と,祖 霊 は子

供 の身 体 に再 来 して その 魂 とな り,や が て子 供 は イ ニ シ エ ー シ ョンを 受 けて ヒ トと な

り,ヒ トは死 ぬ と死 者,即 ち 「昨 日の ヒ ト」(chichigonye)と な り,次 いで 自分 の 長

男 が イ ニ シエ ー トされ た 後 に祖 霊(「 一 昨 日以 前 の ヒ ト」)の 地 位 を 得 て 地 下 の祖 霊 界

に安 住 し,や が て 孫 の 世 代 な ど の 子孫 の身 体 へ と再 来 す る とい う キプ シギ ス の 「ライ

フ ・サ イ クル 」 観 を 描 くこ とが で きる だ ろ う。 しか しな が ら,祖 霊 が 子孫 の身 体 へ と

再 来 して 同 一 化 す る 過 程 に は,人 間 に は不 可 捉 的 で あ るけ れ ど も,確 か に創 造 者 で あ

り,祖 霊 を 背 後 で コ ン トロ ール して い る神 の意 志 の 介 在 が な けれ ば な らな い。 こ う し

て,人 間 存 在 を め ぐ って,「 祖 霊 　　 創 造 者 　 　 子 供 　　 ヒ ト　　 ま だ 長男 が イ ニ シ

エ ー トされ て い な い死 者 　 　祖 霊 」 と い うコ ミュ ニケ ー シ ョ ンの サ イ クル が で き る。

これ が,キ プ シギ ス の 「再 受 肉観 」 あ るい は 転 生 観 を含 め た存 在 論 の分 析 的 な 見 取 図

とな るは ず で あ る。

6-2.　 存在 観 と数観 の対 応

　次に,キ プシギスの存在観と数観の対応関係を検討 しよう。1か ら4ま での数は,

ヒトが孤立 した個人から社会的存在へと成熟 して行 く諸段階に結び付けられ,5は 人

間存在の完結を意味 していると解されている。そ して,6か ら,か つて全数とされて

いたと思われる10までは,い わばキプシギスの世界のうちにありながらも,人 間社会

の外側に属 し,そ れゆえに人間の与 り知るところの乏しい領域に対応すると考えるこ

とができる。

　これは,遠 い過去と未来,及 びその両者の比喩的表現である一昨日以前と明後日以

160

〆



小馬　 両 手の拳,社 会,宇 宙

降,さ らには 「昨日以前の ヒト」たる祖霊及び 「明後 日以降の ヒト」たる創造者とし

ての神に関わる領域である。人間が日々社会生活を営んでいるこの世は,今 日によっ

て比喩的に表現されており,今 日の内の時間は,数 の1か ら5の 領分に対応する。

　 ところで,3が 女性に,4が 男性に強固に結 び合わされている事実からも窺える通

り,1か ら5ま での数に纒わる人間存在の各 々のイメージは,正 式の社会成員である

ヒトに関するものであって,必 ず しも子供には関わりがない。なるほど,子 供達は,

手の指を1本 ずつ折 りながら数の観念を教えられる時に,同 時に社会的なモラルの根

本を教えられる。とは言え,本 当の意味で社会生活の何たるかを全霊的に学び得,ま

た当然理解しているものと期待 されて,社 会的な責任を全面的に負わされるようにな

るのは,イ ニシエー トされた後のことでしかない。子供期に,た とえモラルにもとる

行為をしでか したとしても,そ れは児戯(tang'oi)と 見倣されて,責 任を問われるこ

とはほとんどない。

　次に述べる事実は,そ れゆえであろう。ある犯罪行為を犯 した ヒトが,被 害者に対

して,一 定の規則に従 って儀礼的謝罪を行なって許 しを乞 うた場合,被 害者は,一 切

を水に流して加害者を許 さなければならない。 この時,被 害者は,次 のように,定 式

化された儀礼的な発話を して,謝 罪を受け入れることを公にする　　 「あの出来事は

児戯であったことにしよう。 われわれは,か つて児戯をなしたのだ。 問題はない」

[小馬1984:18,注13]。

　また,た とえば,あ る女性がイニシエー トされる以前に殺人を犯すか,過 失で人を

殺 して しまったとしよう。 この女性は,伝 統的には,全 く制裁を受けなかった し,加

害者が成人であれば即座に支払わなければならないはずの殺人行為に対する償いであ

る血償は,そ の女性がイニシェーションを済ませて結婚 した後にその夫の氏族から被

害者の氏族に支払われたである。

　年齢組=年 齢階梯複合体系を社会構造の重要な枠組の一部分とするキプシギスの社

会では,Kipsigisと いう民族名が示す通り,イ ニシエーション諸儀礼 を受けること

が 「社会的な誕生」を意味 しており,今 日で も人生における最 も重要な行事と考えら

れている。年齢組一年齢階梯複合体系は,,世代を画 し,世 代間の婚姻に関する規則を

規定する枠組ともなっている。

　息子が父親の所属する年齢組の成員になる事は規則で禁 じられており,長 男はもと

より,息 子達は,ほ とんどの場合,父 親の年齢組の次の次の年齢組の成員となる。ひ

とつの年齢組が形成されてから次の年齢組が形成 されるまでの期間が約15年 間であり,

かつては平均 して20歳 から25歳位の間にイニシエー トされる者が多かったので,長 男
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が イ ニ シ エ ー トされ る頃 に は 芝 父 親 は 既 にか な りの 高 齢 に 達 して い るの が 普 通 だ っ

た し,そ れ 以 前 に世 を 去 って しま う者 も決 して 稀 で は なか っ たの で あ る。 「昨 日の 人 」

(chichigon!e)と は,生 者 で は な く死 者 に適 用 され る概 念 で は あ る もの の,年 長 の少 年

や 戦 士 達 に と って は,彼 等 の父 親 の世 代 を指 す 人 間 の カ テ ゴ リーに相 当 す る もので あ

る と も言 え るだ ろ う。

　 以 上 の検 討 の 結 果,ま だ イ ニ シエ ー トされ て い な い者,既 に イニ シエ ー トされ た者,

長 男 が ま だ イニ シエ ー トさ れ て い な い死 者 を それ ぞれ 表 わ す 「子供 」,「 ヒ ト」,「昨 日

の ヒ ト」 とい う3つ の概 念 は,こ の世 に お け る最 も重 大 な行 事 で あ る イ ニ シエ ー シ ョ

ン との 関 わ り方 を尺 度 と して 人 間 存 在 を 三層 に 分 か つ適 切 な指 標 で あ る ことが 理 解 さ

れ るで あ ろ う。

6-3.　 コ ス モ ロ ジ ー の 概 観

　 ここで,表6を 基 礎 と して,キ プ シギ ス の コス モ ロ ジー全 体 へ の 考 察 を も う少 し押

し進 め,そ の大 雑 把 な輪 郭 を 概 念 図 に 纒 め る こ とを通 して,研 究 の 今 後 の 発 展 の手 が

か りと した い。 そ こで,図2を 参 照 して 頂 きた い。

　 図2に 沿 って,多 少 の反 復 を 恐 れ ず に,キ プ シギ ス の コス モ ロ ジ ーの 輪 郭 を な ぞ っ

て み よ う。 創 造 者(yoin-[det])は 明後 日以 降(koyoin)と 関連 した語 で あ る。 創 造 者で

図2 キ プ シ ギ ス の コ ス モ ロ ジ ー の 概 念 図

162



小馬　 両手 の拳,社 会,宇 宙

あ る唯 一 神(Asis)は,そ の 表 象 で あ る太 陽(asista)に よ って の み人 間 が その 存在 を

感 得 で きる。 太 陽 は,朝(mutai,　 karon)東 か ら昇 るが,東(kong'asis)と は,「 神 な

る太 陽の(昇 る)穴 」 の意 味 で あ り,夕 方(lang'at)太 陽 の 沈 む 方 角 で あ る 西(kong'a-

sistap lang'at)は,「 神 な る太 陽 の(沈 む)夕 方 の穴 」 の 意 味 で あ る。

　 朝 を 意 味 す る語mutaiは 明 日を も意 味 し,昨 日(amut)と 共 に,5(mut)の 概 念 に

結 び付 け られ て い る。 月 は,昼(bet)の 間 世界 を照 らす太 陽 の妻 で あ り,月 と共 に 夜

空 に あ る無 数 の星 は,両 者 の霧 しい 子供 達 で あ る。 キ プ シギ スの 家屋 の 内外 の空 間 は,

東 西 に 二 分 され,東 側 の 空 間 は い ず れ も男 性 に,西 側 の空 間 は いず れ も女 性 に所 属 し

て い る[小 馬 　 1987a]な ど,東 は常 に 男性 に,西 は常 に女 性 に結 び合 わ され て い る。

　 一 日は,betutと い う語 で 表 わ さ れ る。betutは,今 で は 通 常 の 名 詞 の 場 合 とは異 な

つて,そ の 不 定形 を失 つて い る けれ ど も,実 は今 日昼 を 表 わ す 名 詞(の 定 形)で あ る

betが か つ て そ の不 定 形 で あ った と考 えて 誤 ま らな い14)。 今 日を 指 す,　ra,　rani,　raini

の3つ の 等 価 な 名詞 の う ち,後 の2つ は,手 の届 く範 囲 の 近 い距 離 を指 示 す る 場所 の

指 示 接 尾 辞 一iを取 り込 ん で お り,一 方,明 後 日以 後 を 指 すkoyoinと 一 昨 日以 前 を指

すoinは,ず っ と遠 い距 離 を 指 示 す る 場所 の指 示 接 尾 辞 一inを 組 み込 ん だ造 語 で あ る。

　 これ らの諸 関連 の あ り方 の多 くは,各 章 で 念 入 りに 検 討 を加 え て あ る か ら,こ れ 以

上 の 贅言 は無 用で あ ろ う。 図2で は,諸 観 念 の 相 互 関 連 性 を示 唆 し得 る場 合 に限 って,

キプ シギ ス語 を示 した。 こ の図 で は,横 線,縦 線,二 重横 線,各 項 目問 の距 離 各

項 目の 位 置 関係 な どが必 ず し も厳 密 に一 定 の 記 号 的 意 味 を 与 え られ て い る訳 で は な い。

しか しな が ら,筆 者 が本 稿 の 各 部 分 で 展 開 した 論 述 の 各 々の 内 容 を整 理 し,あ らた

め て 批判 的 に再 検 討 を行 な う一 助 とす る こ とは 可 能 で あ る と思 わ れ る。

付 記

　本論稿 は,1985年5月 末 に,東 京外 国語大学アジア ・アフ リカ言語文化研究所にお いて開催 さ

れた,日 本 アフ リカ学会第22回 研究大会で報告 した内容を出発点 として いる。その後,国 立民族

学博物館 の共同研究 『アフ リカ諸民族 の技術誌 の整理 と分析』(研 究代表 ・和田正平教授)に お

いて,そ の一環 として詳 しく内容 を検討す る機会を得,そ の成果 と して大幅に加筆修正 して本稿

を編んだ。

　大阪外 国語大学の稗 田乃氏か らは,そ の間幾度 も私信を賜わ り,大 い に啓発された。本稿 を上

梓 した機会 に,記 して感謝の意を表わ したい。なお,万 一,本 論稿 に,い ささかで も言語 学に関

する誤解が見 うけ られるとした ら,そ れ は一 切筆者の一知半解 によるものであることを,併 せて

明記す る。

14)betとbeiutと の 関係 は,英 語 で,　dayに よ って 指 示 され る 「昼 」 とr-一 ・日」 の 関係 に 当 る と

　考 え れ ば い い 。
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