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＊ 国立 民 族 学 博物 館 第 １研 究 部

　 本稿 の基 礎 とな った資 料 は ，１９７６年 ８月 ～ １９７９年 ７月 ， １９８１年 ４月 ～ ７月 のハ ワ イ滞在 中 に断

続 的 に行 った ハ ワイ大 学 Ｈａｍｉｌｔｏｎ図書 館 の Ｐａｃｉｆｉｃ　Ｃｏｌｌｅｃｔｉｏｎ で の文 献 調査 と， １９８０年 ７月 ～

１９８１年 ４．月の ポナ ペで の 現地 調査 に よ って 得 られ た 。ハ ワイ と ポナ ペで の 調査 は， ホノ ル ル の イ

ー ス ト ・ウ ェス ト ・セ ンタ ー か ら授 与 さ れ た奨 学金 に よ って可 能 とな った 。

　 ハ ワイ に滞 在 中 ，ハ ワ イ大 学 の Ｄｏｕｇｌａｓ　Ｏｌｉｖｅｒ，　Ａｌｉｃｅ　Ｄｅｗｅｙ，　Ａｌａｎ　Ｈｏｗａｒｄ，　Ｓｔｅｐｈｅｎ　Ｂｏｇｇｓ，

Ｒｏｂｅｒｔ　Ｋｉｓｔｅ，　Ｂｅｎ　Ｆｉｎｎｅｙ，　Ｔｉｍｏｔｈｙ　Ｍ ａｃｎａｕｇｈｔの諸 先 生 か らは， 私 の研 究 全 般 にわ た り，文 献

の教 示 や貴 重 な コメ ン トを い た だ いた 。

　 ポ ナペ で は， 下宿 させ て い た だ いた Ｌｉａｎｔｅｒ　Ｅｌｉａｓ，　Ｅｌｓｉｎ・Ｅｌｉａｓの父 子御 一 家 な らびに マ タ ラニ

ー ム地 区 の多 くの方 々 の御 協 力を 得 た 。 オ アで 布 教 活 動 に従事 され て い る 日本 人 宣教 師 の 荒 川義

治 ・和 子 御夫 妻 には 大変 お世 話 に な った 。 戦前 ポ ナペ で長 ら く宣 教 に あ た られ た故 安積 清 宣 教 師

の遺 骨 の 分骨 に ポナ ペ に来 島 され た安 積 ハ ッ夫 人 か ら も貴 重 な お話 を 伺 うこ とが で きた 。 ま た，

グ ァムに あ る Ｓａｍｕｅｌ　Ｐｒｉｃｅ 博 士 の主 宰 す る Ｐａｃｉ丘ｃ　Ｓｔｕｄｉｅｓ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ は ， 筆者 を Ｒｅｓｅａｒｃｈ

Ａｓｓｏｃｉａｔｅと して 受 け入 れ て 下 さ り， ポ ナ ペ にあ る研 究 所の 施設 を 利 用 させ て くだ さ った。

　 梅棟 忠 夫 館 長， 祖 父江 孝男 前 第 １研 究 部 長 を は じめ とす る国 立民 族 学 博物 館 の 皆 様 は， 筆 者 の

長 期 にわ た る 海外 調 査 を認 めて くだ さ った 。 さ らに ， 研究 部 の松 原 正 毅 ，大 塚 和 夫 ，松 澤 員 子 の

方 々は， 草 稿 の全 部 ま た は一 部 を 読 んで ，貴 重 な御 意 見 と御教 示 を くだ さ った。 ま た ，本 稿 の一

部 は ， １９８２年 １０月 に， 国 立民 族 学 博物 館 の 共 同研 究 ， 「ミクロネ シアの 民 俗文 化 の エ ス ノ ヒス ト

リー 」 （研 究代 表 者 ， 牛 島巌 氏 ） の研 究 会 で 口頭発 表 し， 研究 班 の皆 様 か ら様 々な 御 意見 ， 御 批

判 を た まわ った 。

　 以 上 ，お 世 話 に な った 方 々す べ て に ，厚 く感 謝 申 しあげ る 。
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sister's daughter. Since descent and succession were matrilineal, 
a son of the Nahnmwarki, or high chief in the Nahnmwarki's line, 
by a woman in the Nahnken's line would be classified as a member 
of the Nahnken's line, and could become the Nahnken, and vice 
versa. The Nahnmwarki and the Nahnken were, therefore, frequent-
ly related by blood. Sometimes the latter was the son of the 
former. The myth on the origin of titles relates that the first 
Nahnken was the son of the Nahnmwarki. Based on this type of 
marriage and also the myth, the Nahnken was regarded as the 
son of the reigning Nahnmwarki, even if there was no blood 
relationship between them. This fictive-kin relationship some-
times was extended to whole lines, and, further, all subjects stood 
in the fictive relationship of child to the Nahnmwarki. 

   In the pre-colonial  period all land was owned by the 
Nahnmwarki and the Nahnken. People were obliged to pay tribute 
to them on many occasions, in return for land use. By contrib-

uting yams, pigs, and sakau (kava) to a feast a man could obtain 

prestige and  a. title. Men competed with each other to produce 
and present the best offerings at the feasts. The Ponapeans 
emphasized achievement as well as ascription to enhance political 
status. Therefore, loyality to the Nahnmwarki and the Nahnken, 
expressed in competitive feasts, provided the opportunity for 
promotion in the rank system. 

   On Ponape initial contact with Europeans began in the late-
1820s. From the 1830s onward, Ponape attracted a number of 
white residents. Most were deserters from whaling ships or 
escaped convicts from Australia. During the rise of the Pacific 

whaling industry, in the 1840s and  1850s, frequent stopovers 
by whalers resulted in numerous desertions. The population of 
beachcombers on Ponape grew steadily from about 50 in 1840 
to 150 in 1850. 

   Since first contact with foreign cultures Ponapean society 
was exposed to European influence and became dependent on 
world markets to procure European goods. The Ponapeans 
keenly desired to obtain such Western artifacts as clothes, 
blankets, muskets and axes, among other things. 

   With few exceptions, these beachcombers lived with 
Ponapean chiefs and were integrated into indigenous society. 
Under this arrangement the chiefs entrusted most of the re-
sponsibility for the conduct of trade with visiting ships to the 
whites, who obtained Western goods for their Ponapean patrons. 
The Ponapean had control  over , contact with the West. Tra-
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ditional social structure played an important role in the changing 
situations resulting from European impact. The Ponapeans 
retained their social structure while adopting a wide array of 
technical changes. 

   The foreign residents adopted behavior patterns different 
from the Ponapeans. They violated Ponapean taboos, such as 
eating eels, the clan totem. European reprobates like Thomas 
Boyd disregarded the chiefs' authority. Nevertheless, they 
remained secure. The Ponapeans thought that the whites were 

protected by a different God than the indigenous deities, and 
the superiority of European civilization and techniques led the 
Ponapeans to appreciate the power of the Western God. 

   In 1852, American Congregational missionaries came to 
Ponape. At first Ponapean chiefs welcomed them, expecting an 
increase in trade with foreign ships. Unlike the beachcombers, 

the missionaries remained independent from indigenous authority. 
Soon the chiefs learned that Christian teachings were contra-
dictory to chiefly privileges, and so withdrew their support of 
missionary work. 

   The smallpox epidemic brought by a whaling ship in 1854 
had the most significant effect on Ponapean society. In a short 
time smallpox spread throughout the island and killed half the 

population. The death of chiefs provided many opportunities 
for commoners to obtain high titles, and people vied with  each 
other for promotion in the title system. If a person could not 
obtain a higher title he simply left his tribe and moved to the 

other. The chiefs who survived lost power and control over 
the subjects. Successful inoculation against smallpox given 

by the missionaries caused the Ponapeans to wonder about the 
efficacy of their own deities and to appreciate the power of the 
Christian God. 

    The late-1850s saw a marked decline in the visits of whalers 
to the island. This resulted in a reduced flow of trade goods 
and a decline in the number of beachcombers. All these factors 

gave the missionaries a virtual monopoly of influence and trade, 
at least temporarily. Interest in the church among the islanders 
increased. The missionaries worked especially among the 
commoners, and in 1860 they had formally received into the 
church their first converts. Church membership grew during 
the following years. 

    Some chiefs were converted to Christianity so as to be able 
to utilize the increasing power of the "Missionary Party," whereas
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others remained opposed to the missionaries. However,  as 
the church members had become predominant, those  chiefs 
who wished to keep control over the people had no choice but  to 
accept Christianity. Eventually, by 1886, four of the five para-
mount chiefs on Ponape had become baptized. The adoption 
of Christianity occurred because conversion seemed  advantageous 
to the paramount chiefs as well as to the commoners in their 
continuing efforts to cope with changing situations. 

   The missionaries did not attempt to destroy the native 

political system, nor did they always attempt the complete 
destruction of Ponapean religion. They thought they could use 
the order maintained under the chieftainship and the concept 
of gods in indigenous religion for their purposes. Thus they 
exploited the traditional institutions to gain converts. 

   Ponapean society accepted Christianity through its tra-
ditional institutions. The church organization was formed 
hierarchically. It placed the Christian God at the top, and then 

 in descending order Christ, foreign missionaries, ministers, prea-
chers, deacons, and finally the laymen. By putting the Nahnmwarki 
and the  Nahnken above the ministers, the congregation was grafted 
upon the traditional authority system. As mentioned above, 
the Nahnmwarki was regarded as the father of all his subjects. 
The Christian God was also addressed as our Heavenly Father. 
The Nahnmwarki is to his subjects what the Western God is to 
mortals. In that way the new forms of social stratification could 
be connected easily to indigenous society. 

   Many elements of Ponapean chieftainship were introduced 
into the mission activities. Ponapean-style feasts were celebrated 

at the church, with minor modification. And church collections 
sometimes appeared similar to paying tribute to the chiefs. 

   Many Ponapeans identified the traditional supreme deity 
and the clan gods with the Christian God. Traditional spirits 
harmful to the people was regarded as the Evil Spirit or the 
biblical Satan. Thus the people thought that the existence of 
the traditional spirits  was authorized by Christianity. The 
Christian God was incorporated into the Ponapean pantheon, 
and Ponapeans succeeded in manipulating Christianity to serve 
the preservation of the existing order on the island. 

   Chiefly authority extended to the beachcombers living on 
the island who conducted trade with foreign ships. Later the 
Ponapeans came to accept Christianity on their own terms. 
The procurement of Western goods through the beachcombers
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and the acceptance  of Christianity did not constitute a revolution-

ary departure from the  traditional, way of life. Ponapean society 
responded to the new situations through existing values and 

institutions.  Therefore, belief in the traditional gods and 

spirits remained important in native life, as did the authority of 

the Nahnmwarki  and traditional political systems. 

   Cultural continuity was preserved under the impact of 

foreign influence during the period referred to above. The 

strength of Ponapean chieftainship remains essentially alive, 

even today.
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１． は じめ に

Ｈ． 伝 統 的 ポナ ペ 島社 会

Ｈ－ １．首 長 制

ｌｌ－－２．伝 統 的宗 教

皿 ．初 期 の 西 洋 との 接 触 （１８２０年 代 のお わ り

一一一１８５２）

皿一 １．西 洋人 に よ る 「発見 」， 捕 鯨 船 の

寄港 ， ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの登 場

皿一一２． ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの役 割

ＩＶ． 布教 の開始 か ら改 宗 へ （１８５２－ １８８６）

ＩＶ－ １． 宣教 師の 布 教活 動

Ｗ－ ２．改宗 ま で の プ ロセ ス 首 長 制 と

キ リス ト教 一

Ｖ． お わ りに

１ ． は じ め ， に

　 本稿 は ，筆 者 が 意 図 して い る ミク ロネ ジ ァの ポナ ペ島 の 社 会 変 化 の研 究 の「一蔀 を な

す もの で あ る。 今 回 こ こで扱 うの は， 西洋 との 接 触 が始 ま った １８２０年 代 の おわ りか ら

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８５５
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１８８６年のスペイン統治が開始されるまでの期間であり，プロテスタント宣教師による

布教の開始から島民の改宗に至るまでの経緯を主として考察する。従来，ポナペ島に

おけるキリス ト教化が論 じられる際，宣教師が来島する以前の，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ（南海

漂泊者）と呼ばれる外国人が多数住んでいた時代については，言及されることが少な

く，たとえ言及される場合でも，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒは島民を道徳的に頽廃させた と否定的

にしか捉え られないことが多かった。筆者は，この時代に生 じた社会変化 も，後に起っ

たキリス ト教化に大 きく関連すると考えるので，この時期についても詳 しく検討 した。

　また，本稿では，島民が西洋との接触によって迎えたポナペ島の新 しい時代を，ど

のように認識し，それにどのように対処 していったかという点を，特に明 らかにする

ように努めた。

　本稿において参照 した一次史料 は，すべて出版されたものである。活字になってい

ない航海日誌でポナペ島に言及 したものは少なくない。また，ハーバード大学図書館

は，宣教師達が任地から書き送 った報告書，日誌，手紙の類の膨大な史料を保管 して

いる（この史料の一部分が，今回筆者が参照 した Ｔｈｅ・Ｆｒｉｅｎｄや Ｔｈｅ　Ｍｉｓｓｉｏｎａｒ２　Ｈｅｒａｌｄ

に掲載された）。今回は， 様々な制約の下で，こうした未出版史料の使用は断念せざ

るを得なかった。けれども，出版 された史料だけでも相当の分量にのぼるので，ポナ

ペ島における社会変化をおおまかに跡づけることは可能と思われる。そこで，未公刊

史料を用いての詳細な研究 は後 日を期すことにして、出版 された史料を検討して得 ら

れた結果をここに報告する。

丑． 伝統的 ポナペ島社会

Ｈ－１． 首 長 制

　 伝 説 に よ れ ば，、昔 ， ポ ナ ペ島 は シ ャ ウ ・テ レウル （Ｓａｕ　Ｄｅｌｅｕｒ）王 朝 の暴 政 の 下 に

置か れ て い た。 有 名 な ナ ン ・マ トル （Ｎａｎ　Ｍ ａｄｐｌ）遺 跡 は， シ ャ ウ ・テ レウル 王 の居

城 で あ った といわ れて い る。 コ シ ャエ （Ｋ ｏｓｒａｅ）島 か らポナ ペ に渡 って きた と され る

イ シ ョケ レケ ル （ｌｓｏｋｅｌｅｋｅ１） とい う英 雄 が， シャ ウ ・テ レ ウル王 朝 を倒 して， ナ ン

マル キ （Ｎａｈｎｍｗａｒｋｉ） とい う称 号 を 名 乗 った１）。 イ シ ョケ レケ ル の息 子 の ナ ー ン レ

１）ナ ン ・マ トル遺跡がいつ造 られたのかは，まだ くわ しいことはわか っていない。 しか し，伝

説で 島に人々が居住 し，人 口が増大 してか らナン ・マ トルが造 られた といわれていることか ら

も，それほど古い ものとは考え られていない。最近行われた考古学調査によると，発掘 された

遺物 の年代は紀元後１１８０年～１４３０年であるという。

　 また，現在 のマタ ラニームのナンマルキは，初代のナ ンマルキ （イシ ョケ レケル）か ら数 え

て２３代 目であるともいわれている。
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図 １ ポ ナ ペ 島

ペニ ェ ン （Ｎａｈｎｌｅｐｅｎｉｅｎ） は，様 々 な慣 習 を 無視 し，父 方 の オバ と近 親 相 姦 を 犯 す こ

とす ら行 った 暴 れ ん坊 で あ った が ，父 の イ シ ョケ レケ ル は寛 大 に も息子 を許 し， 彼 に

ナ ー ニ ケ ン （Ｎａｈｎｋｅｎ）とい う称 号 を 与 え た。

　 そ の後 ， ポ ナペ 島 は ， い くつ か の地 域 に分 割 され て統 治 が行 わ れ た が ， これ ら集 団

の勢 力範 囲 は流 動 的 で あ った と いわ れ て い る。 西 洋 社会 と接 触 す る よ うに な った １９世

紀 の は じめ 頃 に は， ポ ナ ペ 島 に はマ タ ラニ ー ム （Ｍ ａｄｏｌｅｎｉｈｍｗ）， ウ ー （Ｕ ｈ）， キ チ

ー （Ｋ ｉｔｉ）
， ネ ッ ト （Ｎｅｔ）， ジ ョカ ー ジ （Ｓｏｋｅｈｓ，日本 時代 は ジ ョカ ー ジ とい う名 称 を

用 い た が ， ポ ナ ペ語 の 発 音 は シ ョケ ース） の ５つ の 首 長 国 （ｔｏｅｈｉ）が存 在 して いた 。

その 後 ， この政 治 単 位 は今 日に至 るま で継 続 され ， 現 在 は ｍｕｎｉｃｉｐａｌｉｔｙ と呼 ば れ る

行 政 単 位 とな って い る。 首 長 国 は文 献 で は 「部 族 （ｔｒｉｂｅ）」 と表現 され る こ とが しば

しば あ り， これ らは 日本 統 治 時代 （１９１４－ １９４５） に は 「村 」 と呼 ばれ た。

　 個 々の 首 長 国 には， 原 則 と して ， ナ ンマ ル キ とナー 二ヶ ンを そ れぞ れ の最 高 の地 位

に位 置づ けた ，位 階 を伴 う称 号 の系 統 が ２つ あ って ， 双 方 の 系 統 の 上 位 １２番 目ま で

の称 号 保 持 者 が 政治 的 ・社会 的 に特 に重 要 な役 割 を果 した 。人 類 学 者 の 間 で は， ナ ン
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表 １　 ２つ の称号の系統 （マタラニーム）

ナ ン マ ル キ 系 統 ナ ー ニ ケ ン 系 統

 Al 

A2 

A3 

 A.4 

 As 

 As

Nahnmwarki 

Wasahi 

Dauk 

Noahs 

Nahnawa 

Nahnpei

B1 

B2 

B3 

B4 

B5 

 Bs

Nahnken 

Nahlaimw 

Nahnsahu Ririn 

Nahnapas 

Nahnmadaun Idehd 

Souwel Lapalap

マ ル キ系 統 を Ａ 系 統 ， ナ ー ニ ケ ン系 統 を Ｂ 系統 と し，位 階 の 順 に数 字 を つ けて ，Ａ１，

Ａ２，　Ａ３…… ，　Ｂ１，　Ｂ２，　Ｂ３… … の よ うに表 わ す こ とが あ る。　Ａ１ はナ ンマ ル キ ，　Ｂ１ はナ

ー ニケ ンで あ る （表 １を参 照 ）
。 文 献 にお い て ナ ンマル キを 「王 」， ナ ー ニ ケ ンを 「首

相」 と呼 ぶ こ とが しば しば あ る。 ナ ンマル キ系 統 の１２人 の 首 長達 （Ａ１～ Ａ１２）を 「王 族

（ｒｏｙａｌｔｙ）」， ナー ニ ケ ン系 統 の １２人 の首 長 達 （Ｂ１～ Ｂ１２）を 「貴 族 （ｎｏｂｉｌｉｔｙ）」 と呼 ぶ

こ と もあ るが ，両 系 統 の 者 を ま とめ て 「貴族 」 と呼 ぶ こと もあ る。 そ れ以 外 の 島 民 は

「平 民 （ａｒａｍａｓ　ｍωａｈｌ）」 を構 成 して いた 。 この ２つ の系 統 の 合 計２４の重 要 な称 号 の他

に も多 くの 称 号 が あ る （現 在 で は ほ とん ど全 部 の成人 男 子 は称 号 を持 って い る）。女 性

の地 位 は夫 の そ れ に対 応 す る。

　 首 長 国 は字 （ｋＯＺｔｓａＰω）に分 か れ て い て， それ ぞ れ の字 は， ナ ンマ ル キ が任 命 した字

の首 長 （Ｓｏｕｍａｓ　ｅｎ　ｋｏｕｓａＰω） に よ って支 配 され る。 そ して ， 字 はい くつ か の拡 大 家族

（Ｐｅｎｅｉｎｅｉ）が集 ま って構 成 され て い る。

　 ナ ンマ ル キ系 統 とナ ー ニケ ン系 統 の高 位 の 称 号 は ， それ ぞ れ 特 定 の （首 長 国 に よ っ

て異 な る） 母 系氏 族 （ｃｌａｎ，　ｄｉＰＷ 又 は ＳＯＵ と言 う） の成 員 に よ って 占 め られ る。 個 々

の系 統 に お け る称 号 保 持 者 の 順 位 は， 出生 順 に格 付 け られ た 氏 族 内 部 の系 譜 的序 列 に

基 づ く とい うのが原 則 で あ る２）。

　 死 亡 そ の他 の 理 由 で称 号 が空 位 にな った場 合 ， そ の下 の称 号 保 持 者達 が １つず つ順

に昇 進す る の が理念 的 な形 態 で あ った 。 け れ ど も，称 号 の獲 得 （特 に下 位 の称 号 ） に

は，軍 事 的 な手 柄 とか ，祭 宴 にお け る貢納 も重 要 な要 素 とな り， 政 治 的地 位 の上 昇 は，

生 得 的 な要 因 のみ で はな く，個 人 の 努 力 に よ る と ころ も大 きか った 。 ナ ンマ ル キ系 統

とナ ー ニ ケ ン系 統 の個 々の系 統 の 中で は，昇 進 をめ ぐって激 し く競 合 した が， こ の ２

２）継承の順位は，前任者 の兄弟が年令順に続 いたあとは，同世代の他 の者へはいかずに，最年

長の姉妹の長男へ と １世代下へ移るのが原則である。つま り，出生順に基づいて，長女の系統

と次女以下の系統 とが区別 されて，格差を伴 う系譜 的関係が永続的に作 り出され，重要な地位

は常に長女の系統 によ って継承 される。
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つ の 系統 の間 で の 抗 争 の記 録 は な い とい わ れ て い る。

　 ナ ンマ ル キ は ， イ シ ョケ レケ ル の後 継者 で あ る こ とに よ って ， す べ て の権 威 と聖 性

の源 泉 で あ った。 人 々 は高 い称 号 を得 て ナ ンマ ル キの地 位 に近 づ く こ とで ， 自 己の 権

威 と聖 性 を増 す ことが で きた。 ナ ンマ ル キ は， ナ ー 二 ヶ ンを は じめ とす る高 位 の 称 号

保 持 者 や 字 の首 長達 の報 告 を 受 け て ，政 治 を行 った。 しか し， ナ ンマ ル キは あ ま りに

も神 聖 な 存在 で ，多 くの 禁 忌 に と り囲 まれ て お り，一 般 の人 々の 前 に姿 を現 わす こ と

や ，彼 らと直 接言 葉 を交 す こ とが な か な かで きな か った。 このた め に， ナ ー ニ ケ ンが

ナ ンマ ル キ に代 って ，実 際 の 政 治 を と りお こな った 。 ナ ー ニ ケ ン もまた 聖性 を備 え て

い るの だ が， ナ ンマ ル キ と違 って ， 世俗 的 な世 界 に接 して も汚 され る とい う こ とは な

か った ので あ る。 ナ ー ニ ケ ンは， 平 民 の保 護 者 と して ， ナ ンマ ル キの 権 力 の乱 用 を抑

制 す る こ とも お こな った。

　 この よ うに ナ ンマ ル キ （な らび にナ ンマ ル キ系 統 の 首 長達 ） とナー ニ ケ ン （な らび

にナ ー ニ ケ ン系 統 の首 長達 ） は， 異 な る役 割 を持 ち， 機能 を 補完 しあ う こ とで ， ポ ナ

ペ の 政 治 は運 営 され た。 そ して ， この ２つ の系 統 を 出す氏 族 間 で の結 婚 が 奨 励 され ，

男 子 は父 の姉 妹 の娘 と結 婚 す る ことが 望 ま れ た。 ポ ナペ 島 の 出 自 と継 承 は母 系 な の で ，

ナ ンマ ル キ系 統 の 氏族 の男 とナー 二 ヶ ン系統 の 氏族 の 女 との 間 に で きた 子 供 は， 母 方

の ナー ニ ケ ン系 統 の 氏族 に属 し，逆 に ナー ニ ケ ン系 統 の氏 族 の 男 とナ ンマル キ系 統 の

氏 族 の 女 との間 の子 供 は， ナ ンマ ル キ系 統 の 氏族 に帰 属 した 。 つ ま り， ナ ンマ ル キの

息 子 は， ナ ー ニ ケ ンとな る こ とはで きた が ，父 の ナ ンマ ル キの 位 を継 承 す る こ と は不

可 能 で あ った 。 しか し， この交 叉 イ トコ婚 が 世 代 を下 って も お こな わ れれ ば ， ナ ンマ

ル キ の父 系 の孫 で あ る ナ ーニ ケ ンの 息子 は， ナ ンマ ル キ と な る こ とが可 能 で あ った 。

２つ の 系 統 を 出 す氏 族 の 間 で の通 婚 に よ り， ナ ンマ ル キ と ナ ー ニケ ンはふ つ う血 族 の

関 係 に あ り， 実 の父 親 と息 子 で あ る こ とも しば しば あ った 。 また ， 既述 の よ うに ， ナ

ンマ ル キ首 長 制 の起 源 伝 承 も，最 初 の ナ ー ニケ ンが ナ ンマ ル キ の実 の 息子 で あ った こ

とを述 べ て い る。

　 こ う した こ とに基 づ き ， ナ ンマ ル キ とナー ニ ケ ンと は， た と え実 際 に血 縁 関係 が な

く と も，親 子 の 関係 に あ る と観 念 され て いた 。 この擬 制 的 な親 子 関 係 は， ナ ンマ ル キ

とナ ー ニ ケ ンの ２人 だ け の関 係 に と どま らず ， ２つ の 系統 全 体 の間 に も拡 大 されて 適

用 された 。 ポ ナペ 語 で は ， ナ ンマ ル キ系 統 の 者 を ｓｏｈＰｅｉｄｉ（下 を向 く者 達 ）３）と言 い ，

ナー ニ ケ ン系 統 の 者 を ｓｅｒｉｈｓｏ （尊 敬 され る子 供 達 ） と言 って い る。

３） この言葉は，祭宴で首長は床 に座を占めるが，平民 は下 の土間 に控えていること，また平民

　 は首長の前では身を屈 め，高位 の者よ り頭を高 くして はいけない とされることなどに基づいて

　 いる。
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　伝統的には，首長国のすべての土地は，ナンマルキやナーニケンが所有 していた。

人々は土地の使用に対する返礼として，ナンマルキやナーニケ ン，さらには字の首長

に対 して，祭宴 （ｋａｍａｄｉｐω）を催 して収穫物を貢納する義務を負った。貢納された品

々は，位階に応 じてその場で分配 された。既に述べたように，祭宴 は政治上の地位を

高め，より高い称号を獲得するための重要な機会であったから，島民は競 って貢物を

献上 した。

Ｈ－２． 伝 統 的 宗 教

　 ポ ナ ペ島 の伝 統 的宗 教 は，西 洋 との 接 触，特 に キ リス ト教 化 の影 響 で大 き く変 容 して

お り，充 来 の姿 を 正確 に復 元 す る こ とは困 難 で あ る。 以 下 で は，Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ ［１９６８ａ：

４３－４４，５８－６０］ の 記 述 に拠 って ，伝 統 的 宗 教 を 見て い くこ と に しよ う。

　 首 長 の権 威 は彼 の守 護 霊 （ｅｎｉ）に よ って守 られて いた とい わ れ る。 個 々の首 長 は １

つ 又 はそ れ以 上 の 精霊 を持 って いて ， それ らは 祖 先 の死霊 （ｅｎｉ　ａｒａｍａｓ） や氏 族 の神

（ｅｎｉｈｗｏｓ）で あ った 。 ナ ンマ ル キや 他 の 首 長 は ， 敬 意 を示 さな い 臣下 に怒 った が ， そ

の 時死 霊 もまた 憤 った ６首 長 と守 護霊 は常 に同 じ協 和 的 な 心 の状 態 に あ った か らで あ

る。 首 長 が そ う した 臣 下 の行 動 に気 づ か な くて も， 死霊 に は わ か って いた。 怒 った 守

護霊 は，首 長 の権 威 を 傷 つ け た本 人 また はそ の子 供 を 病 気 に す る ことが で きた。 この

病 気 を 治 す た め に は， 首 長 にお詫 び の祭 宴 を催 さな けれ ば な らな か った 。

　 １９世 紀 の 中頃 の キチ ーの ナ ー ニ ケ ンで あ った Ｎａｈｎｋｕ は， ナ ンマ ル キで あ った彼

の 父 の霊 に守 られ て い て ， た ちま ちの う ち に超 自然 的 制 裁 を 下 す こと がで きた た め に，

臣 下 の 行 動 を完 全 に支 配 して い た と いわ れ て い る。 個 々の 親 族 集団 （氏 族～ 家族 ） の

長 老 も， そ の親 族 集 団 の 祖 先 の死 霊 や神 の 力 で若 者 を統 制 す る こ とが で きた。

　 平 民 の 守 護 霊 は， ふ つ う 最 近 死 亡 した 祖 先 の 霊 で 「人 間 の 死霊 （ｅｎｉ　ａｒａｍａｓ）」 と

呼 ば れた 。 これ に対 して， ナ ンマル キや 高 位 の 首 長 の 祖 先 霊 は 「偉 大 な る 死 霊 （爾

ｌａＰａｔａＰ）」 と呼 ば れて お り，　Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ は， これ を死霊 か ら神 （ｅｎｉｈｗｏｓ）へ の神 格 化

の プ ロ セス を示 す もの と考 え て い る。 さ らに彼 は， この死 霊 か ら神 へ の進 化 は， 氏 族

か ら首 長 国 へ ， 氏族 の 長か らナ ンマ ル キへ の政 治 的発 展 に伴 って 生 じた と推 定 して い

る４）Ｑ

　 神 は子 孫 で な い 者 で も病 気 に させ る こ とが で き るが ，死 霊 は そ の子 孫 の み を病 気 に

４） ここで 若干補足 してお くと， ポナペには Ｎａｈｎｓａｐｗｅ又は Ｄａｕｋａｔａｕ と呼ばれる最 高位 の

神がいた。 Ｎａｈｎｓａｐｗｅは雷神で， 彼 とコシャエの女性 との間に出来た子供がイシ ョケ レケル

であると言われている。 この Ｎａｈｎｓａｐｗｅの下 に数多 くの精霊 がいて，天，大地 ，海に住んで

いた。大地に住む精霊 には，死者 の精霊，氏族の神，特定の場所 に住む精霊などがあ った。
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させ る とい う相 違 が あ る。 だ か ら， 彼 自身 の 氏族 の 長で あ り， か つ部 族 のす べ て の 氏

族 員 を 支配 す るナ ンマ ル キ は，彼 の 臣 下 の す べ て の部 族 民 に超 自然 的制 裁 を下 す こ と

がで き るが ，親 族 集 団 （氏族 ～ 家 族 ） の 長 老 の 場合 は ， その 集 団 成員 に対 して だ け権

威 を もつ こ とが で きた 。

　 シ ャウ ・テ レウル王 朝 に は専 門 の司 祭 が いた とい わ れ て い る。 後 の ナ ンマ ル キ首 長

制 度 の 下 にあ って も， ナ ンマ ル キ系 統 と ナー ニ ケ ン系統 の他 に， 司祭 か らな る第 ３の

系 統 が存 在 した とい う伝 承 が あ る。 この 系 統 で は， ナ ー ライ ム （Ｎａｈｌａｉｍ ｗ）が一 番

上 の位 で ， 次 が ナ ー ナパ シ （Ｎａｈｎａｐａｓ）で あ り， 以 下 他 の 系 統 と同様 に位 が 続 いて

い た が ，高 位 の 司祭 は ナ ー ニケ ンを 出す 氏 族 か ら出 た とい う。

　 ス ペ イ ン統 治 時代 に ， マ タ ラニ ー ムの ナ ンマ ル キ は， 司祭 達 の位 を ナー ニ ケ ンの系

統 に組 み入 れ た （例 え ば ナ ー ライ ム を ナー ニ ケ ン系 統 の ２番 目 ［Ｂ２］ に， ナー ナパ シ

を ４番 目 ［Ｂ４］に）。 これ は， 司祭 と して の機 能 を喪 失 した た め に と られた 措 置 と考 え

られ て い る。 他 の 首 長 国 もこの 例 にな ら った とい う。

　 ナー ニ ケ ン系 統 の 首 長 も高 位 の 司祭 も同 じ氏 族 か ら輩 出 し， 共 に 「尊 敬 され る子供

達 」 と呼 ば れて いた とい い ， さ らに， ナー ニ ケ ンの死 後 はナ ー ライ ム が次 の ナー ニ ケ

ンへ と昇 進 した こ と は確 か と思 わ れ て い る。 そ れ で， 「尊敬 され る子 供 達 」 が １つ の

系 統 で あ った にせ よ， ２つ の系 統 に分 か れ て い た にせ よ，今 日の ナ ー ニ ケ ン系 統 と同

じよ うな機 能 を果 して い た と考 え られ て い る。

　 以 上 が Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ が 述 べ て い る伝 統 的宗 教 の要 約 で あ るが ， この こ とか ら，首 長

制 度 が伝 統 的宗 教 に よ って い か に支 え られ て い た か を知 る こ とが で き る。 首 長 は ，神

・死 霊 と人 間 の間 に介 在 し， 首 長 は人 間 に対 して は神 ・死 霊 を 代 表 し，神 ・死 霊 に対

して は人 間 を代 表 した 。

皿． 初 期 の西 洋 との接 触 （１８２０年 代 のお わ り一 １８５２）

皿 一１．　 西 洋 人 に よ る 「発 見 」， 捕 鯨 船 の 寄 港 ， ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ の 登 場

　 　 西 洋 人 に よ る 「発 見 」

　Ｓｈａｒｐ ［１９６０：２０－２３］ に よれ ば， ポ ナペ 島 を 最初 に 目 に した 西 洋 人 は， ス ペ イ ン

船 Ｆｌｏｒｉｄａ 号 を指 揮 した Ｓａａｖｅｄｒａ で あ る と い う。 そ れ は １５２９年 ９月 の こ とで ，香

料 （モ ル ッカ） 諸 島 か ら太 平 洋 を東 航 して メ キ シコ に戻 ろ う と して失 敗 に終 った 航海

の 途 中 で あ った。 しか し，彼 が見 た 島 は， ポ ナ ペ本 島 で はな くて ， そ の離 島 の 一 つ で

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８６１
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あ った か も しれ な い とい わ れ て い る。 Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ ［１９６８ａ：２］ は， ス ペ イ ン船 Ｓａｎ

Ｊｅｒｏｎｉｍ ｏ号 の指 揮 者 Ｑｕｉｔｏｓが最 初 の 目撃 者 で あ る， と い うて い る。 未 知 な る南 方

大 陸 を太平 洋 上 に空 し く探 しまわ った末 に ， サ ンタ ・クル ズ諸 島 か らフ ィ リピ ンへ と

航 行 中の ， １５９５年１２月 の 出来 事 で あ った。

　 そ の後 ， 約 ２００年 ほ どの 間 ， ポ ナペ 島 が 白人 の 目 に と ま る こ とは ほ とん ど な か った

よ うで５）， 次 に記 録 と して 残 って い るの は，１７８７年 ，１８１２年 ，１８１５年 に， いず れ も中

国 との貿 易 に従 事 す る英 米 の 船 が ， ポ ナ ペ島 の 沖 を 通 過 した ことで あ る。 さ らに，

１８２５年 に は イ ギ リスの Ｊｏｈｎ　Ｂｕｌｌ号 が 寄 港 しよ う と した が ， ５隻 のカ ヌー に 追 い返

され て ，船 乗 達 は 島 に上 陸 す る こ とが で きなか った ［ＨＥｚＥＬ　 ｌ９７９：３７－３８］。

　　 　Ｓｅｎｙａｖｉｎ 号 　 　 １８２８年

　 白人 とポ ナ ペ 島民 との 接 触 の も う少 し詳 しい様 子 は，１８２８年 １月 に寄 港 した ＬＵｔｋｅ

船 長 の率 い る ロ シアの 探 検 船 Ｓｅｎｙａｖｉｎ 号 の航 海記 録 か ら 知 る こ とが で き る ［Ｎｏｚｌ－

Ｋｏｖ　 １９４６：１３２－１３５］。 それ に よれ ば ， 船 が 島 に接 近 す る と， ４０隻 ほ どの カ ヌー が

集 ま って きた。 島民 は歌 い， 踊 り，手 を振 った。 カ ヌー は船 の 側 まで は来 るの だ が ，

島 民 に船 に上 って くる よ うに誘 って も誰 もや って来 な か った。 た だ １人 だ け が， 差 し

出 され た鍋 に 引 か れて 甲板 に登 って きた。 この 男 に は沢 山 の贈 物 が与 え られ た が， 彼

は船 長 の六 分 儀 を盗 も うと して 失 敗 し， 海へ 飛 び 込 ん で 逃 げ て い った 。

　 Ｓｅｎｙａｖｉｎ 号 は岸 に沿 って走 り， 島 の西 部 に港 を 見 つ けた 。 船 は再 び 叫 び踊 るや か

ま しい島 犀 達 に取 り囲 ま れ た。 こ こで ， 食料 な ど と釘 との物 々交 換 が行 わ れ た。 測 量

す るた め に短 艇 が 降 ろ され岸 に向 か った が ， 島民 は コ コ椰 子 や棒 や 木 の 板 を投 げ つ け

て 白入 の仕 事 を邪 魔 した。 そ の後 も何 度 か 測 量 が試 み られ た の だ が ， その つ ど島 民 は

妨 害 し， つ い に は短 艇 の 擢座 や舵 柄 を椀 取 ろ う とま で した。 乗 組員 は 島民 の 頭 上 に発

砲 し， 島民 が驚 いた 隙 にや っ と本 船 へ戻 って ， Ｓｅｎｙａｖｉｎ 号 は ポナ ペ 島 を立 ち去 った 。

　 この記 述 に よって ， 島 民 は金 属 製 品 の有 効 性 につ い て は僅 か に知 って い る ら しい こ

とが わ か る。 船 に おず お ず と近 づ い て来 る様 子 か らは ， 白人 との交 易 に ま だ慣 れて い

な い こ とが 伺 わ れ る。 また ， 鉄 砲 の 音 に驚 いて ，腰 を抜 か して カ ヌー に しゃ が み こん

だ と い う こ とか らも，Ｌｔｔｔｋｅ が訪 れた 時 に は， ポ ナペ 島 は外 国の 影 響 を ほ とん ど受 け

て いな か った とい え るで あ ろ う。

５）ただ し，鉄 の服を着 た人 々と黒 い服に十字架を身につけた者 が島に上陸 し，島民 と戦闘を交

えたとい う伝承 がある。後に，ナ ン ・マ トル遺跡か らスペイ ンの硬貨 と十宇架が発見された。

さ らに，やは り鉄の服を着た人々の乗 った船か ら大砲を譲 り受 けて島に運んだが，１８３９年に寄

港 した英軍艦 Ｌａｍｅ号 が大砲を持 ち去 ったといわれてい る。
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Ｊａｍ ｅｓ　ｏ’ｃｏｎｎｅｌｌ－ １８３０年 頃 ～ １８３３年

Ｊａｍ ｅｓ　Ｏ℃ ｏｎｎｅｌｌは ポ ナ ペ島 に住 み つ いた 最 初 の ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ６）の １人 で あ る

と思 わ れ る。 ０℃ ｏｎｎｅｌｌ［ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ （ｅｄ．）　 １９７２］に よ れ ば ，彼 が乗 り組 ん で い た

シ ドニ ーの 捕 鯨 船 Ｊｏｈｎ　Ｂｕｌｌ号 ７）は珊 瑚 礁 にの りあ げて 難 破 し， 乗組 員 一 同 は ４隻

の ボ ー トに分 乗 して脱 出 す る。 ま もな く他 の ボ ー トは見 え な くな り，０’Ｃｏｎｎｅｌ１と他

に ５入 の船 員 の乗 った ボ ー トは， ４日 ３晩海 を漂 った 末 に や っ とポ ナペ 島 に辿 り着 い

た。 ０ ℃ ｏｎｎｅｌｌは， そ れ が１８２７年 か２８年 の ことで あ る と言 って い るが ，　 Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ

の 詳細 な研 究 ［ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ　 １９６８ｂ；ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ （ｅｄ。）　 １９７２］ に よ る と， １８３０年

の お わ り頃 で あ る ら しい。

　 ボ ー トは多 くの カ ヌー に取 り囲 まれ た 。 島 に上 陸 す る と， 島 民 は ６人 の 船 乗 の 衣服

を と りあ げ，ボ ー トか らもす べで の もの を奪 い と った。 ０℃ ｏｎｎｅｌｌ達 は集 会 所 に連 れ

て い か れ， ヤ ム芋 ・パ ンノ キ の実 ・バ ナ ナ ・魚 な どの 御 馳走 を与 え られ る。 人 々 は白

人 の 白 い肌 に さわ り， 感 嘆 の声 を あ げ た。 饗 宴 は連 日続 き，上 陸 後 ４日 目 に， 一 群 の

カ ヌー が到 着 。 首 長 達 が や って 来 た 。 ６人 の 白人 は， 所 持 品 と と もに， これ らの 首 長

達 の間 で分 配 され た 。 ０ ’Ｃｏｎｎｅｌｌ は Ｋｅｅｎａｎ とい う男 と一 緒 に，　 Ｏｕｎｄｏｌ　ｅｎ　Ｎｅｔ

とい う称 号 を持 つ 首 長８）に預 け られ ，彼 の領 地 に連 れ て い かれ た 。 その翌 日， 首 長 は

６）ｂｅａｃｈｃ・ｍｂｅｒとは， ふつ う，真珠貝採取などで， また時にはあま り評判の良 くない手段で

生計をたてている太平洋 の島 々の外国入在住者の ことをい う。

　 Ｍａｕｄｅは，　Ｈａｌｌｏｗｅ１１［１９６３］が述べた “ｔｒａｎｓｃｕｌｔｕｒｉｔｅｓ”という概念を用いて ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ

を説明’している。 ｔｒａｎｓｃｕｌｔｕｒｉｔｅｓとは，一時的または恒久的にあ る集団か ら離脱 して，他の社

会が構成す る社会関係の網 の目に入 りこんだ者であ り，その社会の慣習 ・観念 ・価値の影響を

多かれ少 なかれ受けている者である。 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒは太平洋地域 における ｔｒａｎｓｃｕｌｔｕｒｉｔｅｓで

ある。ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒが他の外国人移住者 と異なるのは， 彼 らが原住民の社会に基本的に統合

されて いて，彼 らの生活がそれに依存 しているとい う事実である。時には，寄港 した船の船長

や船荷監督者の代理人や仲介者 として雇われ，品物で支払を受 けて生計の足 しにすることもあ

る。 しか し， 自発 的にであれ， いやお うな しにであれ，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒは事実上， 西洋の貨幣

経済か ら外れている ［ＭＡｕＤＥ　 １９６８：１３５］。

７）１７９０年 までに英米の捕鯨船 は，南米の西海岸沖やオース トラ リア周辺で操業 して いた。１８２０

年頃，日本の沖や赤道付近 で抹香鯨 が発見されると， ミクロネ シアの島 々にも補給 と休養のた
めに捕鯨船が寄港す るよ うにな った。

　 鯨油 は灯油やろうそ くに用い られ，鯨骨か らは傘や女性 のコルセ ットが作 られた。鯨 は大切
な資源で あった。

　 太平洋地域での捕鯨業は， １８４０年代 か ら５０年代 にかけて がピー クであ った。 『白鯨』を書 い
たハーマ ン ・メルヴ ィルが捕鯨船 アクシュネ ット号に乗 り組んで南太平洋のマルケサス諸島に

赴いたのは１８４１年の ことで ある。６０年代に入ると，捕鯨業 は急速 に衰退 してい った。捕鯨の歴

史につ いては Ｓｔａｃｋｐｏｌｅ［１９５３］，　Ｓｐｅｎｃｅ［１９８０］に詳 しい。

　 ペ リーの率いる黒船が 日本に来て開国を迫 った 目的の １つは日本に捕鯨基地を設 けるためで
あ った。捕鯨船 の活動が日本の歴史を変えたように，ポナペ島の歴史 も大き く変 った。

　 Ｊｏｈｎ　Ｂｕｌｌ号 というこの捕鯨船は，１８２５年 ポナペを訪 れた Ｊｏｈｎ　Ｂｕｌｌ号と同一の船である ら
しい。

８）０℃ｏｎｎｅ１１は，　Ｏｕｎｄｏｌ　ｅｎ　Ｎｅｔが Ｎｅｔという島の首長で，ポナペ島で最も力のあ る首長で

あるとい っている。 しか し，ネ ッ トは島ではな く，ポナペ本島の一部であ り， ５つの首長国の
１つである。Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ（ｅｄ・）［１９７２：１１８１によれば，　Ｏｕｎｄｏｌ　ｅｎ　Ｎｅｔという称号 はナ ンマル

キ系統の１２番 目の位の称号 （Ａ１２）で，それほど高い地位の首長で はなか った。
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２入 の所 持 品 を返 して くれ た。 彼 らの 所 持 品 の な か で， 特 に島 民 の関 心 を あつ め た も

の は，本 と鏡 で あ った 。本 は西 洋 の 刺 青 だ と思 わ れ た。 人 々 は鏡 に 自分 の顔 が映 るの

を お も しろ が った が， 裏 に精 霊 が い るの で はな い か と恐 れ も した 。 あ る 日， 島民 が精

霊 を見 つ け よ う と して 鏡 を こわ して しま った 。

　 数 日後 ，０℃ ｏｎｎｅｌｌと Ｋ ｅｅｎａｎ は入 江 の 奥 に連 れ て い か れた 。 そ こで ，彼 らは女

達 に よ って ， 刺 青 を施 され た の で あ る。 ０’Ｃｏｎｎｅｌｌは ， ８ 日間 にわ た って ほぼ全 身

に刺 青 され て ， 一 人 前 の ポ ナ ペの 男 とな り， 首 長 Ｏｕｎｄｏｌ の娘 を妻 と して与 え られ

た 。 刺青 に抵 抗 した Ｋｅｅｎａｎ に は低 い位 の 娘 が与 え られ た 。

　 ０℃ ｏｎｎｅｌｌは ポナ ペ 島 に滞 在 中 ，妻 の父 で あ る Ｏｕｎｄｏｌ　ｅｎ　Ｎｅｔの家 族 の一 員 とな

り， 同 じ家 で暮 した。 彼 は義 父 と同 じよ うに首 長 と して 扱 わ れ ，人 々の 尊 敬 を あ つ め

た 。 Ｏｕｎｄｏｌは ０℃ ｏｎｎｅｌｌを伴 って 他 の地 域 に行 き， そ の地 の人 々が 突 然 の 白人 の

出現 に驚 くの を 見 て楽 しん だ と い うか ら，Ｏ ｕｎｄｏｌに と って ０ ℃ ｏｎｎｅｌｌ は一 種 の ス

テ イ タス ・シ ンボ ル で あ った よ うだ 。

　 この よ うに ， 白人 の存 在 自体 が一 つ の驚 異 で あ った こ とや ，本 や鏡 が もの珍 しが ら

れ た こ とか ら， 島 民 は西 洋 人 との 接 触 に慣 れ て い な か った とい う こ とが で き よ う。 こ

の ことを 裏 付 け る と思 わ れ る事 例 は，他 に もい くつ か Ｏ℃ ｏｎｎｅｌ１の記 述 の 中 に見 い

出す こ とが で き る。例 え ば， 島民 は １日 に何 度 も水 浴 す る清潔 好 きで， 病 気 の種 類 は

少 な く， 「文 明 国特 有 の病 気 」 は もち ろん 存 在 しな か った。 また ， 島民 は銃 につ い て

は言 い伝 え で あ る程度 の こ と は知 って い た が ， それ が 致 命傷 を与 え る武 器 で あ る こ と

を ， ０’Ｃｏｎｎｅｌｌ は彼 らに確 信 させ る ことが で きな か った。 彼 が持 って いた 弾薬 が漂

流 中 に使 用 不 能 とな り，銃 の威 力 を島 民 に直接 示 す ことが で きな か った か らで あ る。

そ して ， 島 民 は タバ コ に も関心 を示 さな か った とい う。

　 ０℃ ｏｎｎｅ１１は， ポ ナ ペ 島民 の 「我 々が 話 す こ とを何 で も飲 込 む 貧 欲 さ と， 宗 教 に

基 づ く慣 習 に抵 触 しな い限 りは， こ う して得 られ た知 識 を彼 らの技 術 の改 良 に適 用 す

る器用 さ」 ［ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ （ｅｄ．）　 １９７２：１７３］ に 感心 して い る。 昔 か らポナ ペ島 民 は

進取 の 気 性 に富 ん で い た よ うで あ る。

　 　 Ｓｐｙ 号 　 　 １８３３年

　 １８３３年 の１１月 ， ア メ リカの交 易船 Ｓｐｙ 号 が ポ ナペ 島 に到 着 す る。 島 民 が や って 来

て ，交 易 が行 わ れた 。 それ か ら， ０ ℃ ｏｎｎｅ１１ が あ らわ れ ， 船 を マ タ ラニ ー ム港 に導

き入 れ る。 ま もな く，島 民 が 船 か ら鉄 を盗 もう と し，槍 と投 石 で 攻 撃 して く る。 これ

に対 して Ｓｐｙ 号 の 船員 は銃 で反 撃 し， 数 名 の 島 民 が死 亡 す る。 その 後 ，交 易 が行 わ
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れ た が ，夜 ， 船 長 室 に盗 み に入 った 島 民 が射 殺 され た。 島 民 か らカ ヌ ー を購 入 す る が ，

数 時 間後 に は持 ち逃 げ され る。 追 跡 して発 砲 した けれ ど も， 取 り戻 す こ とが で きず ，

Ｓｐｙ 号 は ０’Ｃｏｎｎｃ１１と彼 の友 人 の Ｋｅｅｎａｎ を 乗 せ て 出航 した。

　 この Ｓｐｙ 号 の ポナ ペ 島寄 港 の 状 況 につ い て は ， ０’Ｃｏｎｎｅｌｌの 述 べ る と こ ろ と ，

Ｓｐｙ 号 の船 長 Ｋｎｉｇｈｔｓ の航 海 日誌 の記 述 ［ＫＮＩＧＨＴｓ　 １９２５］ と は， 上 記 の 点 で は一

致 して い る。 しか し， い くつか 相 違 す る と ころ もあ る。

　 ０℃ ｏｎｎｅｌｌは，彼 が Ｓｐｙ 号 にや って来 た 時 に， すで に数 隻 の 島民 の カ ヌ ーが ヤ ム

芋 とパ ンノキ の実 を持 って船 を囲 んで いた とい って い る が， Ｋｎｉｇｈｔｓは ，や って来 た

最 初 の カ ヌ ーは踏 甲 を持 参 し， マ タ ラニー ム港 に入 る と もっ と多 くの肇 甲 を持 って来

た と い う。０ ℃ ｏｎｎｅｌｌは Ｓｐｙ 号 が 彼 が漂 着 して か ら出会 った 最 初 の西 洋 の 船 で あ る

とい い ， 同 じボ ー トで漂 着 した仲 間 が 島 に住 む 白人 のす べて で ，Ｓｐｙ 号 の停 泊 中 に こ

れ ら ４人 の 仲 間 を 見 て い ない とい って い る。 これ に 対 して ，Ｋｎｉｇｈｔｓは船 にや って 来

た 白人 （Ｋｎｉｇｈｔｓ は この 男 の 名前 を明 示 して い な い が，　 Ｏ℃ ｏｎｎｅｌｌ と考 えて 間 違 い

な い） が ， オ ー ス トラ リア の船 が寄 港 して ７００ポ ン ド以 上 の驚 甲 を手 に入 れ て１０日前

に出港 した ば か りな の で， 今 あ る竈 甲 の量 は いつ も よ り少 な い と言 った と記 して い る。

そ して ， そ の後 多 くの 白人 が竈 甲 を も って や って来 た の で ，Ｋｎｉｇｈｔｓはそ れ らを購 入

した とい う。 そ も そ も，Ｓｐｙ号 は１８３３年 の は じめ に ，ニ ュー ジ ー ラ ン ドで カ ロ リンｉ群

島 に は驚 甲 が豊 富 に存 在 す る とい う話 を聞 い て ポ ナ ペ にや って きた の で あ った ９）。

　 さ らに， Ｋｎｉｇｈｔｓ は これ らの 白人 につ いて ， 彼 らは囚人 で ， オ ー ス トラ リアの捕

鯨 船 に こ っそ り潜 りこん で ， ポ ナ ペで 下 船 させ られ た者 ら しい とい い ， これ らの 白人

に薪 と水 の 補給 を任 せ て ，Ｓｐｙ 号 の船 員 は全 員 船 に止 めて お いた と述 べ て い る。そ し

て ，岸 か らや って来 た 白人 が マ ス ケ ッ ト銃 を一 丁 盗 ん だ ことが わ か った の で， 白人 が

甲板 に登 る こ とを禁 じ， Ｓｐｙ 号 に乗 り組 む こ とを 望 んで いた 自人 （０ ℃ ｏｎｎｃｌｌ達 の

こ と） に は もう島 に 上 陸 しな い よ うに 言 った とい う。 ０ ℃ ｏｎｎｅｌ１ は主 要 な 首 長 は船

にや って こな か った し， 島民 は誰 も 甲板 に上 っ て こなか った と言 って い る。 しか し，

Ｋｎｉｇｈｔｓ は マタ ラニ ー ム の『「王 」 （ナ ンマ ル キ の こと らしい） が船 にや って 来 て す ぐ

に ラム酒 を 要求 した とい って い る。

　 ０’Ｃｏｎｎｅｌｌ は何 も述 べ て い な い が ，　Ｋｎｉｇｈｔｓ に よれ ば ，　Ｓｐｙ 号 の停 泊 中 に， シ ド

ニ ーの 捕 鯨 船 Ｎｉｍ ｒｏｄ 号 が キ チ ーの港 に入 港 した 。　Ｎｉｍｒｏｄ 号 は ３日前 に ポ ナペ の

近 くの ピ ンゲ ラ ップ （Ｐｉｎｇｃｌａｐ） 島 に寄 港 した 際 に島 民 に襲 わ れ ，船 長 と も う １人 の

船員 が死 亡 ， 多数 が負 傷 した。 島民 も ５人殺 され た。 Ｎｉｍｒｏｄ 号 は ピ ンゲ ラ ップ 島 に

９）１８４０年代のは じめまで に，ポナペでの竈甲の産 出は減少 した。
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住 ん で い た ９人 の 白人 を ポ ナ ペ に連 れ て きた。 Ｋｎｉｇｈｔｓ は，　Ｎｉｍｒｏｄ 号 の 新 しい船

長 か ら， ポ ナ ペ島 に在住 す る 白人 達 が 島 民 と共 に Ｓｐｙ 号 を 襲撃 す る計 画 を して い る

とい う話 を 聞 いて ， いそ い で 出港 した とい って い る。

　 ０℃ ｏｎｎｅｌｌが漂 着 した１８３０年 頃 は，ポ ナペ 島 と西洋 との 接 触 はま だ僅 か な もの で あ

った よ うだ。 しか し，Ｋ ｎｉｇｈｔｓ に よれ ば，ポ ナペ 島 は少 くと も１８３３年 の おわ り頃 まで

に は，オ ー ス トラ リア の驚 甲交 易 に と って重 要 な場 所 とな り，漂 着 した ０ ℃ ｏｎｎｅｌｌ達

以 外 に も白人 が住 み つ き，外 国船 が 時 折 寄港 す る よ う にな って い た。０℃ ｏｎｎｅｌｌが こ

れ らの こ とを彼 の本 に記述 しな か った の は， そ れ な りの個人 的事 情 が あ った た め と思

わ れ る。彼 が ポナ ペ 島 に漂 着 す る まで の経 緯 は謎 に包 ま れ た部 分 が多 い ［ＲＩＥＳＥＮＢＥＲＧ

ｌ９６８ｂ；ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ （ｅｄ．）　 １９７２；中 山　 １９８０ａ］。　Ｒｉｅｓｅｎｂｅｒｇ が推 測 した よ うに，

０℃ ｏｎｎｅｌ１が オ ー ス トラ リア の流 刑 地 を 脱 走 した 囚人 で あ った とす る と， オ ース ト

ラ リァ の船 との接 触 を 殊更 に避 け， ア メ リカ の船 ， Ｓｐｙ 号 の 前 に姿 を現 わ した とい う

こ と も納 得 で きる ので あ る。

　 　 Ｌａｍ ｂｔｏｎ 号 　 　 １８３５／３６年

　 ０℃ ｏｎｎｅｌｌが島 を去 って か ら約 ２年 後 の １８３５年 の お わ りか， １８３６年 の は じめ に ポ

ナペ 島 を訪 れ た英 国船 Ｌａｍ ｂｔｏｎ 号 の船 医の Ｃａｍｐｂｅｌｌ は， この よ うな １８３０年 代 の

は じめ にポ ナ ペ島 に生 じた急 激 な変 化 を明 確 に記 述 し て い る ［ＣＡＭＰＢ肌 Ｌ　 ｌ９６７］。

Ｃａｍｐｂｅｌｌは，過 去 ９年 間 ， ポナ ペ 島 に は捕 鯨 船 が 時折 補 給 の た め に寄 港 し， 一 様 に

原 住 民 か ら親 切 に迎 え られ た と書 いて い る。 鰭 甲に つ い て は， 鶏 ・豚 ・野 菜 な どの 食

料 を除 くと， この島 で 得 られ る唯 一 の 商 品 で あ り，今 で は交 易 の た め に網 を 使 って捕

獲 して い る とい う。 そ して ， 「これが 交 易 品 とな った の はわ ず か に過 去 ２年 間 の こ と

で あ る。 この 期 聞 ， 原住 民 が捕 えた 竈 甲を集 め る船 が 数 隻 ， （キチ ー か マ タ ラニ ー ム

の） ど ち らか の港 に いつ も停 泊 して いた 」 ［ＣＡＭＰＢＥＬＬ　 Ｉ９６７：１３４］。

　 島 民 は英 国 製 の毛 布 が好 きで ，赤 く染 め られ た毛 布 を手 に入 れ るた め な ら， あ らゆ

る こと を犠 牲 に した と い う。 そ して ，島 民 が 多 くの 時間 と労 力 を使 って 作 った カ ヌ ー

と帆 は数 本 の タバ コで 購 入 で き る とい う。 これ らの こ とか ら， 既 に島民 の間 に西 洋 の

製 品 が 浸 透 しは じめて い るの が わ か る。

　 Ｃａｍｐｂｅｌｌ は ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ につ いて以 下 の よ うに記 して い る。

　 「原住 民の友好的な気質 と怠惰な生活 とが，多 くの外国人 に船を降 りるか逃 げ出す か して，

原住民と共 に生活す るよ うに促 した。しばらく前 には，こうした外国人が４０人 いた。これ らの

うち何人 かは，無為 に暮す ことに飽 きて 島襖間を航行する交易船 に乗 り組 んだ。私の訪れ た
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時には，２５人が島にいた。彼 らは様 々な首長 と共 に住んでい る。首長達はふつ う友人である

白人に娘を与え，白人には戦争 に参加す ることが期待されている」［ＧＡＭＰＢＥＬＬ　１９６７：１３４］。

　 　 Ｃｏｒｓａｉｒ号 　 　 １８３５年

　 島 に在 住 す る ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ と島 民 との関 係 は， 必 ず し も常 に友 好 的 で あ る と はい

え な か った といわ れ る。

　１８３５年 ， イ ギ リス の捕 鯨 船 Ｃｏｒｓａｉｒ 号 が難 破 し， 船員 はボ ー トで ポ ナペ 島 の北 部

に漂 着 した 。 そ の 土 地 の首 長 は ，船 員 が乗 って きた ボ ー トを 引 き渡 す よ う に要 求 した

が ，船 員 達 は これ を 拒否 した 。 これ に腹 を た てた 首 長 は他 の 首 長 とも謀 って ， この際

ポ ナ ペ 島 に住 む 白人 全員 を殺 害 す る こ とを画 策 した 。 しか し， この計 画 に はマ タ ラニ

ー ム の ワ シャー イ （Ｗ ａｓａｈｉ，　Ａ２）が 反 対 し キチ ーの 人 々を も味方 に ひ き入 れ て ， 白人

を殺 す の な ら戦 争 も辞 さな い との 態度 を採 った の で， 白人 達 は 死 を 免 れ た ［ＨＥＺＥＬ

ｌ９７９：４１］。

　 前 に述 べ た よ うに， ポ ナ ペ に は 自律 的 な ５つ の首 長 国 が あ り， い つ も他 の 首 長 国 と

戦 お う と して いた 。 首 長 国 内部 で も権 力 を め ぐ る抗 争 が激 し く，外 国人 に対 して 一致

した行 動 を とる こと は困難 で あ っ た。 １人 の 首 長 が何 か を しよ う とすれ ば， 必 ず他 の

首 長 が これ を妨 害 した。

　 　 Ｆａｌｃｏｎ 号 一 １８３６年

　 １８３６年 に は， 寄 港 した イ ギ リス の捕 鯨 船 Ｆａｌｃｏｎ 号 の船 員 を 島民 が襲 い， 船 長 と他

の ４人 の船 員 を殺 害 す る とい う事 件 が お きた 。 この事 件 の調 査 の た め ， ３年 後 の １８３９

年 １月 に島 を訪 れ た イ ギ リス の軍 艦 Ｌａｒｎｅ 号 の Ｂｌａｋｅ 艦 長 が提 出 した ， 事 件 の 当

事 者 の証 言 を も収 めた 報告 書 が残 され て い るの で ， それ に よ って この事 件 の顛 末 を述

べ る こ とに しよ う ［ＢＬＡＫＥ　 ｌ９２４〕。

　 太 平 洋 海域 で捕 鯨 に従 事 して い た Ｆａｌｃｏｎ 号 は，船 の修 理 の た め に グ ァム島 へ 向 か

う途 中 ， ポ ナ ペか ら来 た Ｌａｍｂｔｏｎ 号 と 出会 った。　Ｌａｍｂｔｏｎ 号 の Ｈ ａｒｔ船 長 は， ポ

ナペ 島 はグ ァ ム よ り近 い し， 良 い港 が あ って ， 安 く食 料 を 補 給 で き，酒 もな い か ら と

言 って ，Ｆａｌｃｏｎ 号 の Ｈｉｎｇｓｔｏｎ 船 長 に ポ ナ ペ島 へ 向 か うよ うに勧 め た。 １８３６年 ４月 ，

Ｆａｌｃｏｎ 号 はマ タ ラニ ー ム港 に入 港 した 。 錨 を 降 ろす前 か ら， パ ンノ キ の実 ・ヤ ム芋

・コ コ椰 子 ・島 の女 性 が 編 ん だ ベ ル トを持 った 島 民 が 甲板 にあ ふ れ ，友 好 的 な 雰 囲気

の なか で少 量 の タバ コや パ イ プ な ど と交 換 され た。 船 の 修 理 が お わ り， 出港 準 備 は整

った の だ が ，風 待 ちの た め 長 い待 機 を余 儀 な く されて い る間 に， 島 民 が船 を襲 う計画
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を して い る ことが 判 明 した。 つ い に ７月 ，Ｆａｌｃｏｎ 号 は抜 錨 し外 洋 に出 よ う と した が，

港 の入 口 の リー フ に乗 り上 げて しま った。

　 ど う して も船 は リー フか ら離 脱 す る こ とが で きず， 船 荷 は港 内 の小 さ な島 に移 され

た。 約 ２週 間 後 ， ほ とん ど の品 物 を運 び終 った 時 に， 強 風 が 吹 い て船 体 はば らば らに

な って しま った 。 船員 達 は荷 物 と共 に小 さな 島 で 野営 生 活 を お くって いた 。

　 ８月 ７日， 島 民達 は 船 の荷 物 を盗 も う と した 。 Ｈｉｎｇｓｔｏｎ 船 長 は一 味 の リーダ ーで

あ る ナー ナ ワ （Ｎａｈｎａｗａ，　Ａ５）を 捕 え て殴 りつ けた 。 数 日後 ， ナ ー ナ ワ は侮 辱 され た

仕 返 しに， 武 装 した 島民 の 一 団 を率 い て Ｆａｌｃｏｎ 号 の 船員 達 に襲 い か か り， 船 長 と ４

入 の乗 組 員 を殺 害 した。 彼 らは遺 体 に も暴 行 を加 え， 島 に住 む 白人 全 員 を抹 殺 す る決

意 を表 明 した。 白人 に友 好 的 で あ った ワシ ャー イ （Ａ２）は， 早 速 部 下 を使 わ して死 体

を収 容 させ た 。

　 生 き残 った Ｆａｌｃｏｎ号 の 船 員 達 は宿 営地 の防 衛 に あた った 。事 件 後 数 日 して，　Ｆａｌｃｏｎ

号 に ポ ナペ 島 へ の寄 港 を勧 め た Ｌａｍ ｂｔｏｎ 号 と Ｕｎｉｔｙ 号 の ２隻 の船 が マ タ ラニ ー ム

に入 港 した 。 ま た，当 時，島 の反 対 側 の キ チ ー港 に はハ ワイ の帆 船 Ａｖｏｎ 号 （Ｄｕｄｏｉｔ

船 長 ） が 停 泊 して い た。 ナー ナ ワ達 が これ ら ３隻 の船 を も襲 撃 しよ う と して い る とい

う うわ さが 流 れ た。 事 実 これ らの船 の船 員 が水 と薪 を 補給 しよ うとす る と攻 撃 を しか

けて きた 。

　 白人 達 の間 で ，危 険 を除 去 す るた め に， 事 件 の 首 謀 者 に報 復 す る こ とが 話 しあ われ

た 。 ナ ー ナ ワ と 類 別 的 な兄 弟 の 関係 にあ った マタ ラニ ー ムの ナ ンマ ル キは ， Ｆａｌｃｏｎ

号 船 員 の 襲撃 に直 接 は関 与 して い な か った が， 彼 も報復 の対 象 と され た１０）。Ａｖｏｎ号

の Ｄｕｄｏｉｔ船 長 は，　Ｆａｌｃｏｎ 号 の す べて の荷 物 を彼 の手 に 引 き渡 す の な らとい う条 件

で ， 協 力 を 約束 す る。 Ａｖｏｎ 号 は充分 に武 装 した船 だ った の で ，　Ｄｕｄｏｉｔ の申 し出 は

受 け入 れ られ た。 白入 側 は， Ｆａｌｃｏｎ 号 の 生 存者 ， 島 に在 住 す る ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ， 停

泊 中の ３隻 の 船 の船 員 ，合 計 約７０名 で あ った。 さ らに， ワ シャ ー イ を は じめ とす る約

４００人 の 島民 も 白人 に味方 した １１）。

　 白人 軍 はナ ー ナ ワー 味 の 隠 れ家 を襲 い， 家 を 焼 き，パ ンノ キ ・コ コ椰 子 ・バ ナ ナの

木 を 切 り倒 し，島 民 が 一番 大 切 に して い る シ ャカ オ （ｓａｋａｕ，カ ヴ ァ） に も損 害 を 与 え

１０） あ る証 言 に よ る と， Ｆａｌｃｏｎ 号 が 座 礁 した 時 ，　Ｄｕｄｏｉｔは ナ ンマ ル キを そ そ のか して Ｆａｌｃｏｎ

　 号 の 積 荷を 奪 お うと した 。 ナ ンマ ル キ が これ を実 行 しな か った の で ，荷 物 の 強奪 を 計 画 した こ

　 とが 発覚 す る こ とを恐 れ た Ｄｕｄｏｉｔは ，　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ に ナ ンマ ルキ の毒 殺 を 依頼 した 。 しか

　 し， ナ ンマ ル キ に恩 義 の あ った この ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ は 実 行 しなか った とい う ［ＢＬＡＫＥ　 ｌ９２４：

　 ６７０－６７２］。 け れ ど も， Ｊｏｒｅ［１９６６］は この証 言 の 正 当性 を 疑 って い る。

Ｕ） Ｌａｍｂｔｏｎ号 の乗 組 員 は， 当時 の ポナ ペ島 の人 ロ を約 ３，０００人 と推定 して い る 。 そ して 島民 は

　 約 ５００丁 の マス ケ ッ ト銃 を 所有 して い た。 た だ し， 弾 薬 は充 分 で は な か った ［ＢＬＡＫＥ　１９２４：１８］。
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た。 ナー ナ ワ側 は多 くの 死 者 を 出 した。 白人 達 はナ ー ナ ワー 味 を匿 った 者 に も， ナ ー

ナ ワ達 に対 す るの と同 じよ うに断 固 た る態 度 を持 って臨 む と布 告 した 。 ナー ナ ワ側 と

白人 側 の双 方 の機 嫌 を損 ね る ことを恐 れ て 中立 の 立 場 を と って きた 島 民 も， 白人 軍 の

破 壊 力 を 目の 当 た りに見 て ， 自分達 の土 地 の安 全 が 心配 にな って きた 。 この こ とは ，

島 民 に 白人 に対 立 す る こと を思 い止 ま らせ る だ け にお わ らな か った 。 島 民 は， 白人 達

が絶 対 に ナ ンマ ル キ を捕 ま え る と決 意 して い るの を 知 って ， 白人 の 船 が 去 った 後 も，

ナ ンマ ル キ を恐 れ る こ とは な い と悟 った。 そ して ， 白人 に味 方 し， 白人 との 友 好 を確

保 す る こ とが ，最 も賢 明な 策 で あ る と考 え る よ うにな った。

　 こ う して ， ナ ー ナ ワ達 は急 速 に 島民 の支 持 を失 い ，孤 立 して い った 。 ナ ンマ ル キ は

射 殺 され ， そ の数 日後 に は， ナ ー ナ ワ が捕 え られた 。 彼 はす っか り観念 して ， な ん の

抵抗 も示 さな か った。 ８月 の お わ り， ナ ー ナ ワ は Ｌａｍｂｔｏｎ 号 の 船 上 で 銃 殺 され ，遺

体 は帆桁 に吊 され た。 白人 達 の 追及 を逃 れた ナ ー ナ ワの弟 を は じめ とす る ナー ナ ワ軍

の残 党 は， 北 東部 の島 に移 り住 ん だ。 後 に， この集 団 に は， ア メ リ カの 捕 鯨 船 を脱 走

した ３人 の 黒 人 も加 わ った 。 彼 らは依 然 と して 白人 に敵 意 を抱 き， 復 讐 の 機 会 を 伺 っ

て い た が， 大 多 数 の 島民 が 白人 の 支援 に ま わ って い た の で ，行 動 をお こす こ とは で き

な か った 。

　 この事 件 の 後 ， 白人 に味 方 した ワ シャ ー イ が次 の ナ ンマ ル キ にな った 。 これ は ， 白

人 との接 触 を， 島 民 が 政 治 的利 益 の た め に利 用 した 最 も早 い例 で あ る。

　 生 き残 った Ｆａｌｃｏｎ 号 の 船 員 の うち ５人 は ポナ ペ 島 に残 る こ とを希 望 し，　Ｌａｍ ｂｔｏｎ

号 の船 員 の １人 も交 易 のた め に１５か月 間 島 に滞 在 した。 こ う した 者 も含 め，１８３６年 の

ポナ ペ島 に は， 約４０人 の外 国人 が 住 ん で い た と い う。

　 　 Ｌａｍ ｂｔｏｎ 号 一 １８３７年

　 Ｆａｌｃｏｎ 号 の事 件 か ら約 １年 た った 。 １８３７年 ６月 ，　Ｌａｍｂｔｏｎ 号 は再 び ポナ ペ 島へ

戻 って きた 。 船 はポ ナ ペ 島 に住 む 白人 や ポ ナ ペ島 民 を 雇 い 入 れ て 近 く の ガ チ ック

（Ｎｇａｔｉｋ）島 へ 向 か った 。醗 甲を手 に入 れ るた め で あ る。　Ｌａｍ ｂｔｏｎ 号 は１８３６年 の は じ

めに も，簸 甲 を求 め て ガ チ ック島 を訪 れ て い る。 その 時 は， 島民 に襲 撃 され て ， 目的

を果 さず 島 を 去 った。 今 回 は ，島 にあ る竈 甲 を是 が非 で も手 に入 れ よ う と決 意 して お

り， 白人 もポ ナペ 島 民 も銃 で充 分 に武 装 して い た。 白人達 の攻 撃 に ガ チ ック島 民 は棍

棒 や投 石 で抵 抗 した が ，銃 の威 力 に対 して な す術 が なか った。 島 か ら逃 げ 出す こ との

で きた２０人 ほ どの 者 を除 く と， ほ とん ど す べ て の成 人 男 子 が殺 され た 。 死 者 の数 は４０

人 と も８４人 と も いわ れ て い る。 Ｌａｍ ｂｔｏｎ 号 の Ｈａｒｔ船 長 は島 にあ った 竈 甲を す べ て

奪 い と り，数 人 の ガチ ック島 の女 性 を も連 れ て ポ ナ ペ に戻 って きた。 そ の後 ま もな く，
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ガチ ッ ク島民 の 虐 殺 に参 加 した ポ ナ ペ島 の ｂｅａｃｈｃｏｒｎｂｅｒ，　Ｐａｔｒｉｋ　Ｇｏｒｍａｎ は，２０人

の ポナ ペ 島民 を連 れ て ま た ガ チ ック 島へ 渡 って い る。 Ｇｏｒｍ ａｎ は Ｈａｒｔ船 長 か ら島

を与 え られ， 島 の 最 高 首 長 に任 ぜ られ た の で あ る。 Ｇｏｒｍ ａｎ は， ガ チ ック島 で Ｈａｒｔ

の た めに竈 甲 を収 集 す る仕 事 に従 事 した。 彼 は腰 蓑 を ま と って 島 民 と同 じ出で 立 ちを

し， 油 で 固 め た長 髪 に は ビー ズ玉 の頭 飾 をつ け ，頭 か ら足 まで 刺 青 を して いた とい う

［ＢＬＡＫＥ　 １９２４；ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ　 １９６６］。

　 Ｆａｌｃｏｎ 号 の 事件 とガ チ ック島 民 の虐 殺 と に よ って ， ポ ナペ 島 民 は ， 白人 の 力 が い

か に強 大 で あ るか を知 り， 彼 らに逆 らうこ とが いか に多 くの 犠 牲 を 支払 わね ば な らな

い か を悟 った。 これ ら ２つ の 事 件 は， ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ や寄 港 す る外 国船 に対 す る島民

の攻 撃 を抑 制 す る役 割 を果 した の で あ った。

Ｌａｒｎｅ 号 １８３９年

　 Ｂｌａｋｅ が訪 れ た １８３９年 に は， 島 の 外 国人 人 口 は約 ３０人 で あ った 。 これ らの大 部 分 は

捕 鯨 船 の船 員 で ，離 船 した り， 難 破 して漂 着 した 者 達 で あ る。 オ ー ス トラ リア やハ ワ

イ の交 易 船 か ら降 りて ， 竈 甲 や ナ マ コ１２）の採 取 に従 事 して い る者 もい る。 そ して ，

流刑 地 か ら脱 走 した 囚人 も少 な くな い とい わ れ て い る。

　 Ｂｌａｋｅ は ， 島民 と ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ との 関係 を 以 下 のよ うに 明瞭 に記 述 して い る。

　 「彼 ら （白人達）は，島の海岸沿いのあらゆる場所 に分散 し，首長や小首長と共に住んで

いて， これ らの首長達 の直接の庇護 の下にある。彼 らは首長の部族に属す るものと考え られ

てい る。人 々 （首長の臣下達 ）は，まるで 白人達 の使用人か奴隷 のよ うに働かされ，カヌー

を漕が された り，彼 らのた めに亀をと った り，貝を集めたり等々，要するに言われた ことは

何 でも した。これ らの仕事に対 して，人々は時 々数本のタバ コを貰 うだけであ った。長期間，

首長 はおそ らく何 も受 けとらない。 しか し，船が寄港 して交易が行われると，保 護と部族民

の奉仕に対する報酬 として，首長には １～ ２丁のマスケ ット銃 ，斧，カヌーづ くりのための

手斧 ，弾薬や少 しばか りのタバ コ，あるいは何であれ彼 が特に欲 しがる ものが手渡された。

これは白人がこの島に居住する ことの一種 の条件のようである。庇護することになった白人

に対 して は，首長はふつう非常に誠実である。そ うでない場合は， 白人 の側 に責任炉あ った。

彼 らの非妥協的な態度 とか，約束や取 決めを守 らなか ったことが原因である。 このことは，

何人かの悪党共 の悪質で不誠実な性格 を抑制す ることになった。野蛮人の群の中で白人が生

活するという異 常な状況の下で， 白人 が安全を確保するには，利 害関係 と愛着 とか ら生ずる

友好的な感情を，原住民首長との間に維持 しなければな らないか らである」 ［ＢＬＡＫＥ　 １９２４：

６６７－６６８］ｏ

Ｂｌａｋｅ は， こ う した ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ達 の仕 事 は驚 甲を 集 め るか ，捕 鯨 船 な ど の寄 港

１２）太平洋地域では，１８２０年代 か ら４０年 代にかけて ナマコの交 易が フィジーを中心 として栄えた。
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す る船 に補給 す るか の ど ち らかで あ る とい う。 そ して ，

て ， 以 下 の よ うに記 して い る。

ポナペ島における交易につい

　 「アセンション （Ａｓｃｅｎｓｉｏｎ，ポナペの旧名）では，いかなる硬貨 も価値がな く，役に立た

ないか ら西洋人 （ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ）は決 して受 け取 らない。 竈甲や補給品との交換 に用い られ

る交易品は，マスケ ッ ト銃，火薬，弾丸，あ らゆる種類の衣服，斧，手斧， ビーズ，そ して

何よ りもタバ コであ った。タバ コは原住民への支払いにあて られ た。 ６， ７年前に西洋人 と

接触するまで，アセ ンションではま った く知 られていなか った この交易品が，島民 に好まれ

渇望されて，まるで貨幣のように通用 しているというの は，異常な ことのようだが事実であ

る。船 の側にや って来るカヌーか ら， ほんの少 しのタバ コで，パ ンノキの実， ココ椰子，ヤ

ム芋，新鮮な魚 などが購入で きた。島民が ドルやその他 の硬貨 を使用する唯一の目的 は，穴

をあけて，首か らぶ らさげるためであ る」［ＢＬＡＫＥ　 １９２４：６６９］。

　　　Ａｎｄｒｅｗ　Ｃｈｅｙｎｅ－ １８４２年 ～ １８４３年

　１８４２年 の １２月 に は ，Ａｎｄｒｅｗ　Ｃｈｅｙｎｅ船 長 の乗 った Ｂｕｌｌ号 が ポ ナペ を訪 れ た 。 ス

コ ッ トラ ン ド人 の Ｃｈｅｙｎｅ は，前 年 か らメ ラネ シア地 域 で の 白檀 の採 取 に 従 事 して

い た。 今 回 は ２回 目の航 海 で あ り， 集 め た 白檀 を１３｝中 国へ 運 ぶ 途 中で ポ ナペ に立 ち

寄 った ので あ る。 ポ ナ ペ 島 に ナマ コが豊 富 に存 在 す る こ とに注 目 した彼 は， こ こを ナ

マ コ と竃 甲 の集 積 地 と し， さ らに寄 港 す る捕 鯨 船 へ の 補 給 の事 業 を 開始 しよ う と考 え

た。 そ こで，Ｂｕｌ１号 を 中 国へ 送 り出 し， 自分 は数 人 の 船員 と共 に島 に残 り， 翌 年 の

４月 ま で ４か 月 余 り滞 在 した ので あ った１４）。 この 時期 の ポ ナ ペ島 の 様子 は， Ｃｈｅｙｎｅ

の 日誌 ［ＳＨＩＮＥＢＥＲＧ　 ｌ９７１］ に よ って 知 る こ とがで き る。

　 Ｃｈｅｙｎｃが ポ ナ ペ 島 にお いて意 図 した こ と は，以 前 か ら居 住 して い た ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ

達 が 従 事 して い る仕 事 と競 合 す る こと にな り，両 者 の間 に は当 然 激 しい対 立 が生 じた。

この よ うな背 景 が 存 在 す る こ とを思 え ば， ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ の行 動 を激 し く批 判 す る

Ｃｈｅｙｎｅ の言 葉 を その ま ま受 け入 れ る こ と は危 険 で あ る。 以 下 で は，　Ｃｈｅｙｎｅ の こ う

した偏 見 を も考 慮 に入 れ な が ら， １８４０年代 は じあの ポ ナペ 島 の状 況 を 見て い こ う。

　 Ｃｈｅｙｎｅ は， ポナ ペ 島 の ロ ンキチ ー港 に入 港 して直 ちに ，　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ が交 易 活

動 に積 極 的 に関 与 して い る こ とを観 察 して い る。 島 に到 着 して ３ 日目の １８４２年 １２月 １２

日の 日誌 に は次 の よ うに記 して い る。

１３） １８０４年 に フ ィ ジー に 白檀 が あ る こ とがわ か り， 白檀 の交 易 は１８０８年 ～ １０年 に ブー ム とな った。

　 フ ィ ジー の 白檀 は す ぐに と りつ くされ ， 採 取 さ れ る地域 は， マ ル ケ サ ス （１８１５年～ １６年 ）， ハ

　 ワ イ （１８１５年 ～ ２８年 ）， ニ ュー一カ レ ドニ ア と ニ ュ ー ヘブ リデ ス （１８４０年 代 か ら５０年代 ） へ と移

　 って い った 。

１４）Ｃｈｅｙｎｅの ポナ ペ 島で の事 業 は，結 局 経 済 的 に は失 敗 にお わ った。
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　 「現在， すべての交易 はこれ らの悪党共 （ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ）が独占 している。 彼 らは原住民

に対 して，船 に １個 の ココ椰子を売る ことさえ阻止す るだけの権力を もっているよ うにみえ

る。多 くの良質の薪 と水 は，停 泊地か ら数百 ヤー ド以 内の所で手に入れ ることがで きるが，

木 を切 り倒すことや，水を汲むことさえ も白人達が独占 している」［ＳＨＩＮＥＢＥＲＧ　ｌ９７１：１５６－

１５７］。

　 しかし，Ｃｈｃｙｎｅの日誌には，この陳述と異なる状況も存在したことが記されてい

る。例えば，野生の鳩は特に１２月から４月までの期間沢山いて，寄港 した船は数人の

島の若者に鳥銃と弾薬を手渡せば，半 日で捕鯨船の乗組員に充分なだけの獲物が得 ら

れると述べ られている。そして，島民が貸与された銃を盗んだことは聞いたことがな

く，この労働に対 しては，個々人に数本のタバ コを与えるだけでよいという。つまり，

ここでは，寄港 した船と島民との間での直接の交渉が可能であったことが明記されて

いる。そして，それに続けて，様々な食物は表 ２のようなタバコの量で手に入れるこ

とができるといっている。これがどのような状況で行われた取引なのかは，この記述

だけか らでは明らかでないが，別のところで，Ｃｈｅｙｎｅ自身がある首長から下記のレ

ー トでヤム芋を購入 したことが記されている。

表 ２　 １８４２／４３年 の ポ ナ ペ島 にお け る交 易 レー ト

　 　 ［ＳＨＩＮＥＢＥＲＧ　　１９７１：１７２－１７３］

鶏

ヤム芋

パ ンノキの実

ココ椰子

バナナ

１２羽 ＝か みタバ コ ２４本 ＝ キャラコ ２尋

１００個 ＝かみタバ コ　 １０本

１００個 ＝ かみタバ コ　 １０本

１００個 二 かみタバ コ　 １０本

１房 ＝ かみタバ コ　 ２本

　Ｃｈｅｙｎｅ が 着手 しよ うと した 事業 を強 力 に阻 止 しよ うと し， そ の た め に は Ｃｈｅｙｎｅ

の命 を奪 う こ と も辞 さ な い と公 言 した ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ に Ｔｈｏｍａｓ　Ｂｏｙｄ とい う者 が

いた 。 Ｂｏｙｄ は （〕ｈｅｙｎｅ にそ の理 由 を次 の よ う に語 った ことが あ る。 「貴様 よ り も前

か ら この 島 に住 み着 き， これ まで この地 で のす べ て の交 易 を享 受 して きた の だ か ら，

いか な る妨 害 も許 す わ け に はい か な い の だ」 ［ＳＨＩＮＥＢＥＲＧ　 １９７１：１６２］。 また，　Ｂｏｙｄ

は， 首 長 が寄 港 した 捕 鯨 船 に出 向 いて ，慣 習 とな って い る贈 物 を受 け と る こ と も阻止

した と もい わ れ て い る。 こ う して 見 て く ると ， 少 くと も Ｂｏｙｄ が居 住 して い た ロ ン

キ チ ー港 に関 す る限 り，訪 れ る船 との交 易 か ら島民 が 排 除 され て いた こ と はあ った ら

しい。 さ らに ，Ｃｈｅｙｎｅの 日誌 には ，驚 甲 の交 易 に触 れ て い る箇 所 が あ り，竈 甲 は全

て 島 に在 住 す る西洋 人 が 島民 か ら安 く購 入 して ， 捕 鯨船 に ５倍 の値 段 で 売 って い た と
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い う。 した が って ， Ｃｈｅｙｎｅ が滞 在 して い た 時期 に お いて ，　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ がす べ て

の交 易 を独 占 して いて ， 寄 港 した船 と島 民 とが 直 接交 易 に従 事 す る余 地 が な い とい う

状 況 は， ポナ ペ全 島 につ いて は妥 当 しな い が，少 くと もあ る地 域 ， あ る品 目に 関 して

は存在 した よ うで あ る。

　 当 時 ， ポ ナペ 島 に は約 ６０人 の 西 洋 人 が在 住 して いた とい う。 彼 らの ほ とん どは ， オ

ース トラ リアの 流刑 地 か ら脱 走 した 囚人 と
，寄 港 した 捕 鯨 船 か ら逃 げ 出 した 者 で あ っ

た 。 Ｃｈｅｙｎｅ は ， これ ら ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの多 くが ，殺 人 ， 盗 み ，飲 酒 ，悪 罵 ， 嘘 つ き

と悪 の 限 りをつ くす 悪党 で あ った と批 難 し， 特 に対 立 す る こ との 多 か った Ｔｈｏｍａｓ

Ｂｏｙｄ の 悪 業 の数 々を 記 して い る。 そ れ に よ る と，以 前 Ｂｏｙｄ は仲 間 の１６人 の 白人 と

共 謀 して ，他 の 白人 を殺害 して港 を支 配 し， 寄 港 す る船 に は入 港 税 や ら金 品 を要 求 し，

これ に応 じな け れ ば船 を奪 うこ とを 計画 した こと があ る、 寄 港 した捕 鯨 船 の 船 員 に脱

走 を勧 あた り も した。 無 断 で 島 民 の ヤ ム芋 を 掘 り出 して捕 鯨 船 に売 った り， 島民 を虐

待 した り， 首 長 に も銃 を ち らつ かせ て無 理 な要 求 を押 しつ け た。 Ｂｏｙｄ は島 民 に と っ

て も厄 介 者 で あ った。 キ チ ーの ナー ニ ケ ンは， Ｃｈｅｙｎｅ に Ｂｏｙｄ を 島 か ら連 れ 去 る こ

と を依 頼 した。Ｂｏｙｄ は Ｃｈｅｙｎｅ の交 易 所 の 開 設 を妨 害 し，発 砲 事 件 を もひ きお こ し

た の で， Ｃｈｅｙｎｅ は彼 を捕 え て 中 国へ 送 還 した 。　 Ｂｏｙｄ の よ うな無 頼 漢 はま だ他 に も

いた よ うで ， キチ ー の ナ ー ニケ ン は， 連 中 の犯 した 略奪 行 為 を 中 国 当局 に通 報 して軍

艦 を 派遣 して も らい ， す べ て の悪 党 を退 去 させ る こと も， Ｃｈｅｙｎｅ に頼 ん で い る。

　 この よ うに，１８４０年 代 の は じめ 頃 に は，首 長 か ら独立 して 交 易 を 営 む ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ

も存 在 した。 ここで は，首 長 と ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ との間 に互 酬 的 な 社 会 関係 は存 在 しな

い。 ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ は， 首 長 の庇 護 を受 けて いな い うえ に， 島 の 産 物 を 島民 の畑 か ら

盗 む こ とで 集積 す る こと もあ った か ら， 島 民 か ら危 害 を加 え られ る恐 れ が常 に あ った 。

彼 らは， ポナ ペ 島社 会 にお いて ， きわ めて 不 安 定 な地 位 を 占 めて お り，銃 の威 力 に頼

って生 活 して いた 。 この よ うな タ イ プ の ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒが登 場 す るよ うに な った の は ，

ポ ナ ペ 島で の ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ人 口が 急激 に増 加 した こ と と関係 が あ る。 １８３９年 に は約

３０人 といわ れ て い た か ら， 僅 か 数 年 で ２倍 にふ くれ あ が った こ とにな る。 この た め ，

ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの人 数 が多 す ぎて ， 首 長 との 互 酬 的 関係 を結 べ な い 者 が で て きた わ け

で， この こ とが ， 島 民 か ら独 立 して交 易 に従 事 す る者 が 出現 す る基 盤 を提 供 した の で

あ る ［ＺＥＬＥＮＩＥＴｚ　ａｎｄ　ＫＲＡｖｌＴｚ　 １９７４：２４０］。

　 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ人 口 の著 しい増 加 は， ポ ナ ペ に寄 港 す る捕 鯨 船 の 数 が 増 え た こ とが

原 因 で あ る。 長 期 間 の 洋上 で の きび しい労 働 に嫌 気 が さ して ，南 海 で の 気 ま まな生 活

に あ こが れた 船 乗 は，船 か ら脱 走 して 島 で の滞 在 を選 ん だ。 Ｃｈｅｙｎｅ が 滞在 した ４か
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月 余 りの 間 に１６隻 の船 （この う ち捕 鯨 船 が１４隻 ） が ポ ナペ に 立 ち寄 っ て い る１５）。 ポ

ナ ペ島 は， 寄港 した船 に大 量 の 物 資 を 供給 して い る。 毎 年 ，捕 鯨 船 に は約５０トンの ヤ

ム芋 と， 大 量 のバ ナ ナ ・パ ンノ キ の実 ・鶏 が提 供 され た し， 竈 甲 も年 間 ５００ポ ン ドを

産 出 して い た。

　 この 見 返 り と して ，大 量 か つ 多 様 な 西洋 の品 々 が島 民 の手 に入 った。 赤 の サ ー ジ ，

ら くだ 織 ， 銃 ， 弾薬 ，斧 ， ナ イ フ， 釣 針 ， キ ャラ コ， 木綿 のハ ンカ チ ， タバ コ， シ ャ

ツ， ズ ボ ン，麦 わ ら帽 子 ， 毛 布 ， 鍋 ， 針 と糸 等 々で あ る。 例 え ば， 銃 な ど は Ｃｈｅｙｎｅ

が８，０００人 と推 定 した 島 民 の 間 に１，５００丁 ほ ど もい きわ た って い る。 一人 前 の男 な ら皆

銃 を所 有 して お り， 首 長 の多 くは ３，４丁 も所 持 して い て ， 弾薬 もた く さん持 って い

る。

　 １８４３年 に Ｃｈｅｙｎｅ を迎 え に中 国 か らや って 来 た Ｗ ａｖｅ号 の二 等航 海士 は赤 痢 に か

か って いた 。 お そ ら く これ が 原 因 で ， Ｃｈｅｙｎｅ が 島 を 去 って か ら ２週 間 ほ ど して， ロ

ンキ チ ーの 島 民 の間 に赤 痢 が発 生 し， ま もな く島 中 に広 ま った 。 この結 果 ，何 百 人 も

の 島 民 が 死 亡 し， 犠 牲 者 の 中 に は Ｃｈｅｙｎｅ に友 好 的 で あ った キチ ー の ナ ー ニ ケ ンも

含 ま れて いた 。 これ ま で知 られ て い な か っ た伝 染 病 に島 民 は驚 いた。 さ らに， １８４５年

に は イ ンフル エ ンザ が一 部 の 地 域 に広 が った 。 西 洋 の影 響 は こう した面 に も及 ん で い

た 。

１８５０年以 降

　 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの人 口 は， １８５０年 に１５０人 に も増 え て ピー クに達 した。 そ の後 は減少

の一一途 を辿 り，１８５７年 に は２５～ ３０人 で あ った 。 １８７１年 に は ，上 海 の交 易 会 社 の ポ ナペ

駐 在 員 と労 働 者 と して雇 わ れ て 連 れ て こ られ て いた 中 国人 ， ギルバ ー ト， マ ー シ ャル

島民 を除 くと， ポ ナ ペ 島の 外 国 人 人 口は ２人 の 宣 教 師 と１２人 の ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒで あ っ

た１６）（表 ３を参 照 ）。

１５） ポナペには１８３４年～４０年の間 に約５０隻の捕鯨船が寄港 した。４０年代 に入 るとます ます寄港す

　る船の数が増えた。５０年代のは じめには毎年約３０隻ほど，１８５４年か ら５５年の １年間には４０隻に

　のぼ り， ピークに達 した。

　　捕鯨船の寄港が多 くな ると，それにつれて逃亡船員の数 も増え，人手が足 りな くて出港で き

　ない船 も出た。 船 員不足を補 うために， 島での生 活に飽 きた ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒや ポナペ島民が雇

　われた。

１６） アメ リカで南北戦争がおわろうとしていた １８６５年の ４月， 南軍の軍艦 Ｓｈｅｎａｎｄｏａｈ号が ポ

　ナペのマタラニーム港に入港 し，港内にいた ４隻の捕鯨船 に火を放 って破壊 した。Ｓｈｅｎａｎｄｏｑｈ

　号は太平洋で北部 のニューイ ング ラン ドに基地を もつ捕鯨船を破壊す る任務 を帯びていた。約

　１３０人の ４隻の捕鯨船員 は， ９月 に救助船が到着 するまで島に滞在を余儀 な くされた。 破壊 さ

　れた捕鯨船 Ｈａｒｖｅｓｔ号の船長 Ｅｌｄｒｉｄｇｅをはじめ約１０入ほどの者はポナペ島に残留することを

　選んだ ［ＢＲｏｗＮ；ＮＧ　 １９７６］。 こ うして，一時的には ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの人口が増加することはあ

　 ったが，全体 としてみると減少 の傾向が続いた。

８７４



中山　 ポナペ島におけるキ リス ト教 の受 容をめ ぐる社会変化

表 ３　 ポナ ペ島 の ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ人 口 の変 化

年 人　数 出 典

１８３５／３６

１８３６

１８３９

１８４１

　 〃

１８４２

１８５０

１８５２

１８５５

　 〃

１８５７

１８７１

　 　２５人

　約４０人

３０人以上

　 　５０人

４０～５０人

　約６０人

約１５０人

６０～８０人

６０～７０人

　 　２５人

２５～３０人

　 　１２人

Campbell [1967: 134] 

Blake [1924:  18] 

Blake [1924: 668] 

Maude  [1968: 145] 
Riesenberg  [1968a: 4] 

Shineberg [1971: 156] 

The Friend [1850: 68] 

Riesenberg [1968a: 4] 
Riesenberg [1968a: 4] 

O'Brien [1971: 55] 

The Friend [1858: 18] 

Mahlmann [1918: 57]

　 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ人 口の減 少 の原 因 は， 何 とい って も， 捕 鯨 業 が衰 退 １？）して ポ ナ ペ 島

に寄 港 す る捕 鯨 船 の数 が減 少 した こ とで あ る。 この こ とは ，彼 らに と って ，生 活 の 基

盤 が お びや か され る こ とを意 味 した 。 そ れ に ，１８４３年 の 赤 痢 ，１８４５年 の イ ン フル エ ン

ザ ，１８５４年 に は後 に詳 し く述 べ る天 然痘 と，伝 染 病 の 蔓 延 が相 次 ぎ， 島 で の生 活 が必

ず し も快 適 な もので はな くな って きた こと も， 彼 らに 島 を去 らせ た 理 由 の 一 つ で あ

る。

　 宣 教 師 の Ｇｕｌｉｃｋ は ，１８５２年 に書 い た 手紙 の な かで 次 の よ うな こと を言 って い る。

白人 は すべ て 首 長 の庇 護 を受 けて お り， 白人 が他 の部 族 へ 移 ろ う とす れ ば，彼 の す べ

て の所 持 品 が と りあ げ られ る のが ふ つ うの慣 習 で あ る。 そ して ，外 国人 は財 産 に関 す

る限 り首 長 の な す が ま ま に されて いて ， 首 長 は保 護 して い る 外 国人 か ら， 収 入 の少

くと も半 分 を要 求 して い る ［Ｔｈｅ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒ２　Ｈ癩 Ｚ４（以 後 Ｍ Ｈ と略 記 す る）　 １８５３：

８７－８９］。 さ らに，白入 は庇 護 して い る首 長 に属 す もの で ， そ の 首 長以 外 の者 は誰 もそ

の 白人 か ら利 益 を得 る権 利 を もた な い と考 え られ て い る， と もい う ［Ｍ Ｈ 　 Ｉ８５５：２７］。

そ して ，Ｇｕｌｉｃｋ は以 下 の よ うに も言 って い る。

　 「原住民は，船 との通訳や交易業者 として手伝わせるために，いつ も白人をいわば特典の

ある囚人 として手元 に置いている」［Ｏ’ＢＲＩＥＮ　 ｌ９７１：５３よ り引用］。

１７）捕鯨業の衰退 の原因と して，① 鯨の数が減少 した こと，② １８５９年にアメ リカのペ ンシルヴ

　 ァニアで最初 の油田が発掘 され，石油が鯨 油にとってかわ りつつ あったこと，そ してその後，

　③ 南北戦争で南軍によ り多 くの捕鯨船が襲撃 され， また 北軍 も港の封鎖のために捕鯨船を沈

　めた こと， ④ １８７０年代 に北氷洋で操業 していた捕鯨船 が凍結 した氷 によ って多数破壊 された

　 ことなどが挙げ られる。
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　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ人 口の減 少 に よ って ， 島 民 か ら独 立 して交 易 を行 う者 はい な くな り，

ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ は す べ て ，首 長 との 間 に緊 密 な互 酬 的 関係 を確 立 して いた 。 こ う した

状 況 は ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒの 全 盛 期 が過 ぎ た１８７１年 にお い て も変 らな か った。

　 Ｍ ａｈｌｍａｎｎ は そ の時 の様 子 を次 の よ うに記 して い る。

　 「ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒのある者は品行の悪さのために捕鯨船か ら追 い出された者であり， 他 の

者 は，首長達 から島に住む ことを誘われた者であ った。これ らの首長達は彼 らのために交易

を行 う白人を持つ ことに常に熱心であ った。首長は白人には何の支払 も しなか ったが，彼 ら

を 自分の息子のように扱い，住む家を与え，島が産 出するすべての もの，妻を も提供 した。

白入達は彼 らな りに幸福であ り，生涯の最良の時を過 していると考えて いた。ほとん どの者

はこの島で死んだ」［ＭＡ肌 ＭＡＮＮ　 ｌ９１８：５７－５８］。

皿 一２． ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ の 役 割

ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒは ， フ ィ ク シ ョンの世 界 で は ロマ ンテ ィ ックな 冒険 者 と して 描 か れ

（例 え ば ， メ ル ヴ ィ ルの 『タ イ ピー』 や 『オ ム ー』 の よ うに），また 宣 教 師 には，あ ら

ゆ．る悪徳 の か ぎ りを つ くす呪 わ れた 人 間 と して嫌 悪 され た。 こ こで は，ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ

が ポ ナペ 島社 会 に対 して果 した役 割 を検 討 す る。

　 まず ，Ｚｅｌｃｎｉｅｔｚ と Ｋｒａｖｉｔｚ の論文 ［ＺＥＬＥＮＩＥＴｚ　ａｎｄ　ＫＲＡｖｌＴｚ　 １９７４］ に拠 りな

が ら， この こ とを ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ と島民 首 長 の 社 会 関係 との関 連 で 要 約 して お こ う。

Ｚｅｌｅｎｉｅｔｚ と Ｋ ｒａｖｉｔｚ は 「バ トｍ ン」， 「ク ライ エ ン ト」，「ブ ロー カ ー」 と い う概 念 を

用 いて 説 明 して い る。

　 １． １８３０年代 の は じあ

　 交 易 は主 と して 島 民 が 直接 に寄 港 した船 と行 った 。 ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ は ポ ナペ 社 会 に

同 化 し，統 合 され て い た。 彼 は首 長 の庇 護 を受 け て ， 「パ トロ ン」一 「ク ライエ ン ト」

の 関係 を結 ん で い た 。 ｂｃａｃｈｃｏｍｂｃｒ は交 易 にお いて まだ 大 きな 役 割 を果 して いな か

った。

　 ２．　 １８３９年 頃 以 降

　 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ は積 極 的 に交 易 に参 加 す る。 首 長 と ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの 「パ トロ ン」一

「ク ライ エ ン ト」 の 関 係 は，寄 港 した船 との交 易 の行 われ る期 間 は一 時的 に 「ブ ロ ー

カ ー （ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ）」一 「ク ラ イエ ン ト （首 長 ）」 の 関係 に変 化 した 。

　 ３． ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの人 数 が増 大 した 時 期

　 ２の 時 期 と同様 ，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒは首 長 と 「パ トロ ン」一 「ク ライ エ ン ト」 の関 係 に

あ り， 「ブ ロ ー カ ー」 の役 割 を果 した 。 しか し，他 方 で， 首 長 と 「パ トロ ン」一 「ク ラ
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イ エ ン ト」 の 関係 を結 ばず に独 立 して交 易 を行 う ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ も出現 した。 これ は

急 速 な ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ人 口 の増 大 に伴 な う一 時 的 な現 象 で あ った。

　 ４． １８５０年 代 の は じめ

　 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ の 人 口が減 少 し， 彼 らと首 長 は ２の 時期 の関係 へ戻 る。

　 以 上 が Ｚｅｌｅｎｉｅｔｚ と Ｋ ｒａｖｉｔｚ に よ る分 析 の要 約 で あ るユ８）。 この よ うに， １８３０年 以

降，西 洋 社 会 と ポナ ペ 島社 会 との 媒 介者 とな った ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ達 は，　Ｔｈｏｍａｓ　Ｂｏｙｄ

の よ うな若 千 の例 外 を 除 け ば ，首 長 の 統 制 の下 に 置 か れて いた 。 す なわ ち， この 期 間

中 の ポ ナ ペ 島 に お け る外 国 との接 触 は， 島 民 首 長 の ヘゲ モ ニ ーの 下 に行 わ れて きた の

で あ った。 こ う した 島民 が 主体 的 に外 国 の文 化 要 素 を 採 り入 れ る と い うパ タ ー ン は，

後 述 す る キ リス ト教 の受 容 の 際 に も見 る こ とが 出来 る。

　 ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ が交 易 に大 活 躍 を した の は１８３０年 代 のお わ り頃 か ら １８５０年代 の な か

ば過 ぎ まで で あ った。 そ の後 は， 島 民 自 らが直 接 交 易 に携 わ る よ うに な り， 寄 港 す る

船 も捕 鯨 船 か ら交 易 船へ と変 り， 商 社 の 出張 所 も設 置 され た 。 ｂｃａｃｈｃｏｍｂｅｒ の 人 数

と彼 らが 果 す 役 割 とは減 少 し続 け， こ う して １８７０年 頃 まで に は，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ の 存

在 基 盤 は ほ ぼ失 わ れ ，彼 らの時 代 は終 りを つ げ た。

　 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ が 果 した役 割 で 最 大 の もの は ， なん と い って も， 首 長 の統制 の 下 に

寄港 した西 洋 の船 との 交 易 に従 事 し， 様 々な 西 洋 の製 品 を ポ ナペ 島 社会 に導 入 した こ

とで あ る。 ｂｅａｃｈｃｏ甲ｂｅｒ が いな くて も，交 易 は行 わ れ た で あ ろ うが，　ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ

が 介在 した こ とに よ って，不 必 要 な摩 擦 は避 け られ，異 文 化 間 の 接 触 が よ り容 易 に行 わ

れ た こ と は否 定 で きな い。 長期 間 島 に住 み つ い て双 方 の文 化 に 精 通 して い た ｂｅａｃｈ－

ｃｏｍｂｅｒ達 は ，「交 易 の ブ ロー カ ー」 と して だ けで な く， 「文 化 の ブ ロ ーカ ー」 と して

の 役 割 も演 じた。 ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ は， 島民 と西 洋 人 の 間 の仲 介 者 とな り，交 易 を監 督

し，島 民 の労 働 集 団 を組 織 し， 西 洋 の 品 々 と技 術 の価 値 を 島 民 に認 識 させ た。

　 ポ ナ ペ 島社 会 に も ち こま れた 西 洋 の 品 々，特 に タバ コ， 衣 類 ，鉄 器 ， 銃 ， 弾薬 な ど

は ， た ち ま ち の う ち にポ ナ ペ 島民 の 必 需 品 とな った 。 西 洋 製 品 の圧 倒 的 な優 秀 さの前

に，多 くの伝 統 的 技 術 は放 棄 され， ポ ナペ 島 社会 は ，製 品 の 供 給 に関 して 西洋 社 会 に

依 存 せ ざ るを得 な い状 況 が作 り出 され て い った。 この よ うに，西 洋 との接 触 に よ り，

ポ ナ ペ社 会 の 物 質文 化 に は大 き な変 化 が生 じた わ け だが ， この こ とが， 島 の 政 治 組織

や社 会 組 織 に影 響 を及 ぽす こと は少 な か っ た。 ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ は 島社 会 の 条件 の 中 で

１８） Ｚｅｌｅｎｉｅｔｚ と Ｋｒａｖｉｔｚは， 後 の 宣教 師 と首長 との 関係 も 「パ トロ ン」一 「ク ラ イエ ン ト」 の 関

係 で 把 え られ る とい う。天 然 痘 の種 痘 を 施 した こと で， 宣 教 師 と首 長 はつ いに は 「パ トロ ン」

　一 「ク ライ エ ン ト」 関係 を 結 ぶ ことが で き た。 返礼 と して 求 め られ た もの は改 宗 で あ る。 島 民

　 の 改宗 後 は， 「パ トロ ン」 が西 洋 の 品 々を 分配 し， 「ク ライ エ ン ト」 が 「良 き キ リス ト教 徒 」 に

　 な る こ とで ， この 関係 は維 持 さ れた とい う ［Ｚ肌 ＥＮｉＥＴｚ　ａｎｄ　ＫＲＡｖｌＴｚ　 １９７４：２３６］。
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暮 して い て ，積 極 的 に島 の 社会 や文 化 の改 変 を 企 て よ うとす る者 は ほ とん ど い なか っ

た。

　 い くつ か の太 平 洋 の 島嗅 社会 ，例 え ばハ ワイ や タ ヒテ ィな どで は，導 入 され た 銃 と

軍 事顧 問 とな った ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの指 導 ・協 力 の も とに ，王 国の 統 一 が達 成 され た が ，

ポ ナベ 島 にお いて は この よ うな こと は お こ らな か った。

　 元来 ， ポ ナ ペ島 社 会 にお いて は， 土 地 の収 奪 を 目的 と して 戦 争 が行 わ れ る こ と は き

わ めて稀 で あ った と い う。 首 長 国間 の戦 争 は， こ う した経 済 的 な 理 由 か ら生 じた の で

はな く，虚 栄 心 と誇 りが原 因 で あ った と いわ れ て い る。 ナ ンマル キ は，多 くの 臣 下 を

持 つ こ と， そ して 彼 らが ナ ンマ ル キの た め に喜 ん で戦 場 に臨 む の を 見 る こと に誇 りを

抱 い た もの だ と い う。 同 じ首 長 国 内部 で の 争 い は首 長 の 位 を め ぐ る権 力抗 争 で あ った

［ＲＩＥｓＥＮＢＥＲＧ　 ｌ９６８ａ：６０－６２］。

　 銃 が もた らされ る以 前 ， ポ ナペ で は槍 と投 石 を用 いて 戦争 が行 わ れて いた 。 この 戦

闘 で は多 くの死 傷 者 を 出 した とい わ れて い る。 例 え ば ， ０’Ｃｏｎｎｅ１１ が参 加 した １８３０

年 代 は じめの ウ ー とネ ッ トの部 族 戦 争 にお い て は ，死 者 の 数 は３００～４００人 にの ぼ った

とい う （た だ し， この数 字 はか な り誇 張 されて い る と 思 わ れ る） ［ＲＩＥＳＥＮＢＥＲＧ （ｅｄ，）

１９７２：１９３］ｏ

　 銃 が導 入 され て か ら， ポ ナ ペ島 で は， 部族 戦 争 の頻 度 は減 り，死 傷 者 も減少 した。

例 え ば ，１８４３年 に は ウー の ア ワ ク地 方 とマ タ ラニ ー ム との 間 に戦 争 が生 じた が ， 両軍

と も銃 の射 程 距 離 の 中 に 入 り こ ま ず に 戦 い ， ま もな く休 戦 とな った ［ＳＨＩＮＥＢＥＲＧ

ｌ９７１：１９０］。 また ，１８５８年 に は，や は り ウー の ア ワ ク地 方 が今 度 は ジ ョカ ー ジ と ６か

月 にわ た って 戦争 を行 った が ， 一 人 の 負傷 者 も 出 さ な か っ た ［ＳｃＨＥＲｚＥＲ　 １８６２：

５７６］。

　 銃 の 導 入 後 ，戦 争 形 態 が 変 化 した原 因 に つ いて ， Ｃｈｅｙｎｅ は， 銃 の致 命 的 な威 力 を

島民 が認 識 した こ とが部 族 間 の 協 調 と平 和 に少 な か らず 貢 献 した の だ と述 べ て い る。

しか し， この 理 由 だ け で は変 化 を説 明 す る こと が で き ない。 伝 統 的 な武 器 も充 分 な殺

傷 能 力 が あ った か らで あ る。 他 の 原 因 と して ，西 洋 との 接 触以 後 もた らされ た 病 気 に

よ る島 民 人 口の 減少 を挙 げ る こ とが で き る ［ＺＥＬＥＮＩＥＴｚ　ａｎｄ　ＫＲＡｖｌＴｚ　 １９７４：２４４］。

人 口の 減 少 に よ り戦 闘 員 の人 数 も減少 した。 西 洋 との 接 触以 後 ，人 口 は減 少 を 続 け て

い た と推 定 され るが１９），特 に後 に詳 述 す る１８５４年 の天 然 痘 の 流 行 で は，島 民 人 口 は一

挙 に半 減 した （表 ４， ５参 照 ）。 多 くの 臣下 が死 亡 した た め ， 首 長 の威 信 は大 幅 に失

１９）赤痢，イ ンフルエ ンザ，天然痘な どの病気の他にも，外国人船員か らもた らされた性病によ

　 って死者 も出，出生率が減少 した といわれている。
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表 ４　 ポナ ペ 島に お け る人 口の変 化 ［ＲＩＥＳＥＮＢＥＲＧ　 １９６８ａ：６］

　 　 　（出典 は省 略 した）

年 入 口 年 人 口

西 洋 との接 触 以 前

１８２８

１８３３

１８３５

１８３５

１８３８－ ４２

１８４０

１８４１

１８４４

１８４５？

１８５２

１８５３

１８５４

（天 然 痘 流行 以 前 ）

１８５４

（天 然 痘 流行 以 後 ）

１８５５

１８５５

１８５５

１８５５

２０～ ３０，０００人

２，０００人

１，０００人

５～６，０００人

１５，０００人

７，５００人

２０，０００人 。お そ らく１５，０００人

７～８，０００人

７～８，０００人

１５，０００人

１０，０００人 以 下 とい うこ とはな い

１０，０００人

１０，０００人

５，０００人 以 下

５，０００人 以 下

４，０００人 ち ょ っと

約 ５，０００人

６～ ８，０００人

１８５５

１８５７

１８５８

１８６８－ ７１

１８７５？

１８８０

１８８５

１８８７

１８９１

１８９５

１８９６

１８９９

１９００－ ０１

１９０２－ ０３

１９０３－ ０４

１９７３

５，０００人

５，０００人

２，０００人

２，３００人

２，０００人 以下

２，０００人

５～６，０００人

２，５００人

１，７０５人

ほ ぼ５，０００人

５，０００人

４，０００人

３，１６５人

３，２６６人

３，２７９人

１７，２５４人

１９８０ ２０，０３５人

ポナペ島の人 口は，推定者 によって大 きく異 なる。

参考のため に， ほぼ似たよ うな状況にあ った と思われるコシャエ島の人 口の変化のグラフを，

示 しておいた （表 ５）。

墜 し，首 長 制 度 は重 大 な危 機 に直 面 した。 こ う した状 況 に あ って は，首 長 が臣 下 に多

数 の犠 牲 者 を 出す よ うな激 しい戦 争 に従 事 させ る こ とは困 難 で あ った。 首 長 達 は島 民

の 絶滅 を恐 れて いた。 こ う した わ け で ， ポ ナ ペ島 の政 治 組 織 に対 す る西 洋 の 主 た る影

響 は，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ 達 自身 や 彼 らが導 入 す るの に貢 献 した 銃 か らで は な く，ｂｅａｃｈ－

ｃｏｍｂｅｒや捕 鯨 船 員 が もた ら した 病気 に由来 した の で あ った２０）。

　 ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ の果 した役 割 と して見 す ごす ご との で き な い こ とは ， 西 洋 文 明 を体

２０） Ｚｅｌｅｎｉｅｔｚと Ｋｒａｖｉｔｚは ， 銃 の導 入 以来 ，　ｂｅａｃｈｃｏｍ・ｂｅｒが 戦争 に 関 与 した こ とはな い とい っ

　 て い る ［ＺＥＬＥＮＩＥＴｚ　ａｎｄ　ＫＲＡｖｉＴｚ　 ｌ　９７４：２４３］ が， ま った くな いわ け で はな い 。　Ｃｈｅｙｎｅに よ

　 れ ば ， １８４３年 に マ タ ラニ ー ム と ウー の タパ ック （Ｔａｐａｋ）島民 が戦 争 して い たが ， タ パ ック 島

　 民 を率 いて いた の は Ｊａｃｋ　Ｂｒｏｗｎ とい う ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒで あ り，　Ｃｈｅｙｎｅも この戦 争 に ま き こ

　 ま れ ， マ タ ラニ ームの ナー ニ ケ ンを支 援 した 。、Ｃｈｅｙｎｅは ナ ーニケ ンの持 って い た ４ポ ン ド砲

　 を 発 射 した 。大 砲 の弾 丸 は ３つ しか なか った が， 最 後 の ３発 目が Ｂｒｏｗｎの 家 を破 壊 し， そ れ

　 で Ｂｒｏｗｎ は降 伏 した 。双 方 に人 的 損 害 はな く，両 者 はま もな く和解 した ［ＳＨＩＮＥＢＥＲＧ　 １９７１：

　 ２９１－２９２］。 また ， １８６５年 ，南 軍 の Ｓｈｅｎａｎｄｏａｈ 号 に よ って 焼 き払 わ れ た捕 鯨 船 の船 員 が 島 に

　 滞 在 して いた 時 ， マ タ ラニ ー ムで 平民 の 暴 動 がお こ り， 捕鯨 船 船 長 の Ｇｅｏｒｇｅ　Ｂａｋｅｒは ナ ンマ

　 ル キに味 方 して ， これ を 鎮圧 した とい う ［ＢＲＯＷＮＩＮＧ　 １９７６：２９］。

８７９
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表 ５　 １８２８－１８９０年 のコシャエにおける推定による人口の変化 ［ＲＩＴＴＥＲ　ｌ９８１＝２３］

現 す る彼 らの行 動 が ， ポ ナ ペ島 民 に彼 らの観 念 体 系 に対 す る不 信 感 を 植 え つ けた こ と

で あ る。

　 ポ ナ ペ に は氏族 トー テ ム制 が あ って ，氏 族 の 成員 は トー テ ムの 動 物 を神 聖 な もの と

見倣 し， それ を食 べ る こ とは禁 忌 で あ る。 有 力 氏族 の トー テ ムで あ る淡 水 に住 む 鰻 に

対 して は ，他 の 氏族 の者 もタ ブー を順 守 し， ほ とん どす べ て の ポ ナペ 島 民 は この鰻 を

食 べ な か った。 ポ ナ ペ に お け る最 初 の ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ の 一 人 で あ る ０℃ ｏｎｎｅｌｌと友

人 が ， この鰻 を こ っそ り食 べ た こ とが あ る。 彼 らが鰻 の骨 の山 を その まま に して 帰 っ

た と ころ， 島 民 が これ を見 つ け て ，大 騒 ぎ とな った。 人 々 は地 に伏 し， ころ げ まわ り，

胸 を た た いて 泣 き叫 ん で ， 神 聖 な鰻 が殺 され た こ とを 嘆 き悲 しん だ。 この状 態 は ２，

３日 も続 き，首 長 の 命 によ り鰻 の骨 が 埋葬 され て，や っ と喧 騒 は止 ん だ ［ＲＩＥＳＥＮＢＥＲＧ

（ｅｄ．） １９７２：１３８］。 島民 は ０℃ ｏｎｎｅｌｌ達 を疑 惑 の 目で 見 た が ， 何 の 行 動 も彼 らに対

して と らな か った。

　 前 述 の よ うに ， ポ ナペ 島 の 首 長 の権 威 は伝 統 的 な宗 教 に支 え られ て お り， それ を侵

した り侮 辱 した りす る こと は，病 気 や死 な どの 恐 ろ しい結 果 を もた らす こ とを意 味 し

た。 しか し，Ｔｈｏｍ ａｓ　Ｂｏｙｄ の よ うな ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒは， 首 長 の 権威 を ま った く無 視

して 数 々の悪 辣 な行 動 を と った が， 彼 に は何 の災 い もふ りか か って こな か った 。

８８０



中山　 ポナペ島におけるキ リス ト教 の受容をめぐる社会変化

　 ポナ ペ 島民 は， 白人 達 が 自分 達 とは異 な る文 化 を持 ち， 違 った行 動様 式 を と る こ と

を知 らされ た。 そ して ， 白人 達 が 島 の タ ブ ー を犯 して も無 事 で い られ る こ とを見 て ，

島民 は，西 洋 人 が 自分 達 の 神 と は違 う神 に よ って 支配 されて い る こ とを認 識 した 。

　 この よ うな 異 な る信 仰 体 系 が 存 在 す る とい う認 識 は，優 れた 西 洋 製 品 の導 入 に伴 な

い ，西 洋 の信 仰体 系 へ の称 賛 へ と進 ん で い った 。 す で に１８３５年 ， ポ ナペ 島 民 は 「白人

の神 は知 識 にお い て 島民 の 神 に ま さ り，理 解 に お いて も優 れて いて ， 実 に多 くの す ば

ら しい こ と を行 う こ とがで き る」 と語 り，白人 の神 に最 高 の尊敬 を払 って いた ［ＣＡＭ・・

ＰＢＥＬＬ　 ｌ９６７：１３０］。 １８３６年 ，　Ｆａｌｃｏｎ 号 の船 員 を襲 撃 して ， 圧 倒 的 に軍 事 的 に優 勢

な 白人達 の追 求 に あ って捕 え られた ナー ナ ワが ，処 刑 の た め に船 上 に連 行 され た 時 ，

刑 吏 と して ２人 の 黒 人 船員 が立 ち会 った 。彼 らは ，長 い赤 の ガ ウ ンを着 用 し， 帆 布 と

綱 で作 られた 童 を かぶ り，顔 や足 に は赤 の 顔 料 を塗 って いて ， 見 るか らｅビ恐 ろ しい扮

装 を して いた 。 これ を見 た ナ ー ナ ワ は気 絶 して しま った 。 彼 は この恰 好 を した 人 々を ，

彼 が 殺害 した 白人 達 の死 霊 だ と考 えた の で あ る。 白人 に は死霊 を 呼 び 出す 力 が あ る と

ナー ナ ワは思 った ［ＢＬＡＫＥ　 １９２４：６６０］。

　 もちろ ん ， ポ ナ ペ島 民 は彼 らの宗 教 を そ う簡 単 に は放 棄 しな か った け れ ど も， 伝 統

的 宗 教 に対 す る信 念 を再 検 討 させ ，西 洋 の 信 仰体 系 に 目 を向 け させ る契 機 を与 えた こ

とで ， ｂｃａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ の 演 じた役 割 は決 して小 さ くは な い。 宣教 師 は ，考 え られ う る

あ らゆ る悪徳 を実 行 し， 島 民 を も堕 落 させ る者 と して ， ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ を激 し く批 難

した。 しか し，事 実 は皮 肉 に も，この ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ達 こそ が， 宣 教 師達 が あれ ほ ど ま

で に熱 望 して い た 島民 の キ リス ト教 へ の 改 宗 の き っか け を作 った者 で あ った の で あ る。

ＩＶ． 布 教 の 開 始 か ら改 宗 へ （１８５２－一一１８８６）

ＩＶ－１．　 宣 教師 の布 教活 動

　 　 カ ソ リ ッ ク 布 教 の 失 敗 　 　 １８３７年 ～ １８３８年

　 ポナ ペ島 で 最 初 に キ リス ト教 の 布 教 を 行 っ た の は カ ソ リ ックで あ った。 ハ ワイで

の 布 教活 動 が 失 敗 にお わ り， 撤 退 を 余 儀 な くされ た フ ラ ンス人 の カ ソ リ ック 神 父 の

Ｍ ａｉｇｒｅｔ と Ｂａｃｈｅｌｏｔは， ハ ワ イ に住 む フ ラ ンス人 Ｄｕｄｏｉｔ２１》か ら帆 船 を購 入 して ，

１８３７年 の１１月 に ホ ノ ル ル を 出航 しポ ナ ペへ 向か った。 出発 前 か ら病 気 で あ った Ｂａ－

ｃｈｅｌｏｔは， ポナ ペ 島 に到 着 す る直 前 に ，　Ｎｏｔｒｅ　Ｄａｍ ｅ　ｄｅ　Ｐａｉｘ 号 の船 上 で 死 亡 した。

２１）彼は，１８３６年の Ｆａｌｃｏｎ号 の事件に関与 した Ａｖｏｎ号の船 長の Ｄｕｄｏｉｔと同一入物であ る。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ８８１
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図 ２ Ｂａｃｈｅｌｏｔ神 父 の 墓 に停 む Ｍ ａｉｇｒｅｔ神父

　 　 （［ＹＺＥＮＤＯＯＲＮ　　ｌ　９２７］　よ り）

船 は１２月 １３日 にポ ナ ペ 島 に到 着 し，

翌 日 Ｂａｃｈｅｌｏｔの 遺体 はマ タ ラニ

ー ム港 内 の小 さな 島 に埋葬 され た 。

Ｍ ａｉｇｒｅｔの仕 事 を助 け るた め に ２

人 のハ ワイ 島民 と ２人 の マ ンガ レ

ヴ ァ島 民 も島 に残 った 。

　 Ｍ ａｉｇｒｅｔは Ｂａｃｈｅｌｏｔの 墓 の近

くに小 屋 を建 て， キ リス ト教 の布

教 を 始 め た 。その か た わ ら，礼 拝 堂

の 建 設 に も着 手 した 。 布 教活 動 は

進 展 せ ず ， 礼拝 堂 が ほ ぼ完 成 した ，

翌 １８３８年 の ７月 に は， 再 び ポナ ペ

を訪 れた Ｎｏｔｒｅ　Ｄａｍｅ　ｄｅ　Ｐａｉｘ号

で Ｍ ａｉｇｒｅｔは島 を去 った ［ＹｚＥＮ。

ＤｏｏＲＮ　　１９２７：１１７－１２０］２２）。　 ７

か月 に わ た る Ｍ ａｉｇｒｅｔ の布 教事

業 は ， ポ ナペ 島 社会 に ほ とん ど影

響 を与 え る こ とが な か った。

プ ロテ スタ ン ト布 教 の背景

　 カ ソ リ ックの 布 教 の失 敗 か ら１５年 た って， ア メ リカ人 の プ ロテ ス タ ン ト宣 教 師 とハ

ワイ人 の助 手 が ポ ナペ 島 に や って 来 た 。 彼 らは， ボ ス トンに 本 部 を もつ Ａｍｅｒｉｃａｎ

Ｂｏａｒｄ　ｏｆ　Ｃｏｍｍｉｓｓｉｏｎｅｒｓ　ｆｏｒ　Ｆｏｒｅｉｇｎ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎｓ と， そ の補 助 機 関 で あ った Ｈａｗａｉ－

ｉａｎ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒｙ　Ｓｏｃｉｅｔｙ か ら海外 伝 道 の た め に派 遣 され て きた の で あ った 。

　 １８世紀 の おわ りか ら１９世 紀 の は じめ にか けて の ア メ リカ は，社 会 解 体 と も い うべ き

事 態 を迎 えて いた 。 西 部 の フ ロ ンテ ィ アの 開発 の た め に ，外 国か らの 移 民 の増 加 と，

東 部 か ら西 部 へ の 人 口流 出 が続 いて いた 。世 俗 主 義 が浸 透 し， ニ ュー ・イ ング ラ ン ド

的 神 聖 政 治 か らジ ェ フ ァソ ン的 民主 主 義 へ と移行 しっ つ あ った。　 「アメ リカ史 上 初 め

て， 宗 教 的 ，倫 理 的道 義 の 地 にお ちた時 代 がや って きた 」 と言 う 者 も い る ［井 門

１９７２：２５７］。 敬 凄 な キ リス ト教 徒 達 は清 教 徒 倫 理 の復 活 を計 った。 しか し， 「具体 的

２２）Ｍａｉｇｒｅｔと一緒にポナペ島にや って来た ２人のマ ンガレヴ ァ島民は，島の女性 と結婚 して島

　 に残 った。その代 りに ２人 のポナペ島民が船に乗 り組み，彼 らは後にはタ ヒティに住みついた

　 ［ＨＥＺＥＬ　１９７９：４２］。
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な神 聖 政 治 の政 治的 実 現 が 不 可 能 に な る につ れ て ， そ の 目標 は， この 世 の終 わ りに 実

現 す る神 の 国 を希 求 す る終 末観 的神 学 と， 伝 道 によ って神 の 国を 心 の 中 に希 求 す る人

々の 集 団 （真 の教 会 ） の 再 建 を 世 界 的 に行 お うとす る理 念 的 な希 望 へ と」 向か って い

った ［井 門 　１９７２：２５８］。

　 「千 年 王 国 が到 来 す る まで に ，全 世 界 が キ リス ト教 に改 宗 しな けれ ば な ら な い」。

この緊 急 性 が１９世 紀 は じめ の ア メ リカ の福 音伝 道 を 促 進 し ［ＰＨＩＬＬＩＰｓ　 ｌ９６９：１０］，

１８１０年 に は，海 外 へ の 福 音 伝 道 を 目的 と して 組 合 派 に よ り， ア メ リカ最 初 の海 外 伝 道

団 組 織 ， ア メ リカ ン ・ボ ー ドが 結 成 さ れた 。 ア メ リカ ン ・ボ ー ドは１８２０年 に宣 教 師 団

をハ ワ イ に派遣 した２３）。 高 位 の首 長達 ， 後 に は国 王 の支 持 を も得 て，ハ ワイ で の 布 教

活 動 は順 調 に進 展 した。 １８５０年 に は Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒｙ　Ｓｏｃｉｅｔｙ が 設 立 され て ，

ハ ワイ か ら海 外 伝 道 を 計画 で き る まで に発 展 して いた 。

　 ミク ロネ シ ア に寄港 した ア メ リカ の 捕 鯨 船 の基 地 の ほ とん どが あ るニ ュ ー ・イ ング

ラ ン ドに， ア メ リカ人 船 員 の影 響 で ， ミク ロネ シ アの異 教 徒 の 島民 達 が 淫 らな 商 売 に

も従 事 して い る こ とが 伝 わ った２４）。 ア メ リカ ン ・ボ ー ドは， これ に対 して 何 らか の 策

を 講 ず る必 要 を痛 感 した 。 ま た ，Ｈａｗａｉｉａｎ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒｙ　Ｓｏｃｉｅｔｙ は，西 方 の 島 々へ

の 海 外 伝道 を実 践 す る こ とで ，ハ ワイで の 活 動 に も活 力 を与 え る こ とに な る と考 えた

［Ｗ ＥＴＭＯＲＥ　 ｌ８８６＝３］。 こ う して ， 両 者 は 共 同 して ミク ロ ネ シ ァへ の布 教 を実 施 す

る こ とを 決 定 した。

布 教 の 開 始

　 １８５２年 ９月 ６ 日， チ ャー タ ー された 帆 船 Ｃａｒｏｌｉｎｅ 号 で ホ ノ ル ルか らポ ナ ペ 島 に赴

任 した の は， Ａｌｂｅｒｔ　Ｓｔｕｒｇｅｓと Ｌｕｔｈｅｒ　Ｇｕｌｉｃｋ の ２組 の ア メ リカ人宣 教 師夫 妻 とハ

ワ イ人 の助 手 Ｋａａｉｋａｕｌａ夫 妻 で あ った２５）。 １７年 間 ポ ナ ペ 島 に住 み つ い て い る とい う

２３） 中国 との毛 皮 交 易 の船 に乗 り組 ん だ ハ ワ イ島 民 は ，１８世紀 のお わ りに はニ ュー ・イ ン グ ラ ン

　 ドを訪 れ て いた 。 これ らハ ワイ 島民 の 存在 がハ ワイ への 布 教 の き っか け とな った。

２４） ニ ュー一・イ ング ラ ン ド地 方 と太 平 洋 の 島 々 との 関係 に つ いて は， Ｄｏｄｇｅ［１９６５］ に詳 しい 。

２５） Ｓｔｕｒｇｅｓは オハ イ オ州 の 出 身で ， イ ェール 大 学 神学 校 の卒 業 生 で あ った 。 １８８５年 ま で ３０年 以

　 上 もポ ナペ 島で 宣 教 に 従事 した 。

　 　 Ｇｕｌｉｃｋ は ニ ュー ヨー ク大 学 出身 の 医者 で ， ボス トンを 出航 す る 直前 に牧 師 に任 命 され た 。

　 Ｇｕｌｉｃｋの父 は ，１８２７年 か らハ ワイ で伝 道 活 動 を して い た ア メ リカ ン ・ボー ドの 牧 師で ，　Ｇｕｌｉｃｋ

　 は ハ ワ イで生 れ た 。 Ｇｕｌｉｃｋは１８５９年 まで ポ ナペ で活 動 し，そ の 後 マ ー シ ャルへ 移 った 。　Ｇｕｌｉｃｋ

　 は １８７６年 か ら８１年 にか けて 横 浜 に住 み，Ａｍｅｒｉｃａｎ　Ｂｉｂｌｅ　Ｓｏｃｉｅｔｙの仕 事 に従事 した 。　Ｇｕｌｉｃｋの

　 息 子 ，Ｓｉｄｎｅｙ　Ｇｕｌｉｃｋ も １８８８年 に来 日 して以 来 ２５年 間 日本 に 滞在 ， 同 志社 大 学 の教 授 を つ とめ　
た 。 日本 時代 ，南 洋伝 道 団か ら派遣 され て ポ ナ ペ島 で宣 教 した 田 中金 造 （彼 は ポ ナ ペの 宣 教 の

　 歴 史 を書 き残 して い る。 田 中 ［１９８０］参 照 ） は ， 同志 社 大 学 の神 学 生 で あ った 時 に， Ｓｉｄｎｅｙ

　 Ｇｕｌｉｃｋの教 えを 受 けて い る。　Ｌｕｔｈｅｒ　Ｇｕｌｉｃｋの 生涯 につ いて は Ｊｅｗｅｔｔ［１８９５］に詳 しい 。

　 　 ハ ワイ人 の Ｋａａｉｋａｕｌａ は， １８５９年 ポナ ペで 死 亡 した。

　 　 Ｐｈｉｌｌｉｐｓによ れ ば ，宣 教 師 は夫 妻 で赴 任 す る の が原 則 で あ った 。 異 教 徒 に キ リス ト教 徒 の 家

　 族 の 見 本を 示 す こと が期 待 され ， 妻達 には 教育 の役 割 も期 待 されて いた ［ＰＨＩＬＬＩＰｓ　 ｌ９６９：３０８

　 －３１１］。
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ポ ル トガ ル人 の ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ，　Ｇｅｏｒｇｅ　Ｍ ａｙ の 案 内で ， 船 は マ タ ラニ ー ム港 へ入 港

し，宣 教 師達 は マ タ ラニ ー ム の ナ ンマル キ と面 会 した 。 通 訳 に あ た った Ｍ ａｙ が ，宣

教 師 の 滞在 に よ って生 ず る様 々な利 益 ， 特 に外 国船 が 頻 繁 に寄 港 す る よ うに な る と説

得 す る と， ナ ンマ ル キ は宣 教 師達 の滞 在 を認 め た。

　 数 日を マ タ ラニ ー ムで 過 した 後 ，宣 教 師達 は も う １つの 教 会建 設 の候 補 地 で あ る キ

チ ーへ ， や は り Ｍ ａｙ の案 内で 向 か った。 キ チ ーの ナ ンマ ル キを 訪 問す る が ，彼 は中

風 で 床 に伏 して い て ほ とん ど動 け な い状 態 で あ った。 贈 り物 を して来 訪 の 目 的 を告 げ

る と， 彼 は 自分 は病 気 なの で ， ナ ー ニ ケ ンと交 渉 す る よ うに言 った。

　 キ チ ーの ナ ー ニ ケ ンの Ｎａｈｎｋｕ は若 く， ま だ３０歳 に達 して い な か った 。 ナ ー ニケ

ンは贈 り物 を受 け とる と， ヤ シ酒 を持 って きて 宣教 師達 に勧 めた 。彼 らは ， ア ル コ ー 、

ル や タバ コ に対 す る彼 らの態 度 を 説 明 し， これ を断 った。 交 渉 の結 果 ， ナ ー ニ ケ ンは

宣 教 師達 を受 け入 れ る こと に同 意 し，宣 教 師達 が必 要 とす る土 地 や他 の 品 々 の提 供 を

約 束 し， 彼 らの保 護 を も保 証 した 。

　 ポ ナペ 島 にお い て ， キ チ ー とマ タ ラニ ー ム は リー フ に囲 ま れ た天 然 の良 港 を もち，

この ２つ の 港 は多 くの外 国船 が 寄 港 す る重 要 な場 所 で あ った。 宣 教 師 達 は ど ち らに ま

ず定 着 す るか を 検 討 した が， 以 下 の よ うな理 由 か らキチ ー を選 ん だ。① キチ ー で は ナ

ー ニ ケ ン １人 が権 力 を掌 握 して いた が
， マ タ ラ ニー ムで は ナ ンマ ル キ ， ナ ー ニ ケ ン，

ワ シャ ー イの ３人 の首 長 が それ ぞ れ 力 を もち ，競 合 して い た。 ② キ チ ーの ナ ー ニ ケ ン

は白人 に好 意 的 で，彼 はヤ シ酒 の製 造 を一 般 に禁 じて い る ［Ｍ Ｈ （Ｃｌａｒｋ）　 １８５３：８８］。

こ う して ， 宣 教 師達 は ， まず キ チ ーに居 を か ま え る こ とに な った。 マ タ ラニ ー ム の首

長 には ，で き る限 り早 く １組 の 宣 教 師 夫妻 が マ タ ラ ニー ム に移 る こと を約 束 した。

　 ポ ナ ペで 迎 え た最 初 の 日曜 日 に は， キ チ ー 在 住 の ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ，　Ｊａｍｅｓ　ｃｏｏｋ２６）

の 家 で礼 拝 が 行 わ れ た。 これ に は，１２人 ほ どの 白人 と約 １００人 の 島民 が 集 った 。 Ｃｏｏｋ

は当面 利 用 しな い 自分 の家 を宣 教 師達 に貸 して くれ た。 ま た ， ナ ー二 ヶ ンは，教 会 が

２６）１８５８年，ポナペを訪れ た Ｓｃｈｅｒｚｅｒは， いわゆる 「善良 な ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ」である Ｃｏｏｋのプ

　 ロフィールを以下のように記 して いる。

　 　Ｄｒ．　Ｃｏｏｋ と自称す るス コットランド人は医者をや って いる。 彼は この島に２６年間住んでい

　 るという。彼の住居は ３つの大 きな部屋か らな って いて，ある高 さまでは薄い木 の壁で部屋と

　部屋 が仕切 られている。だか ら空気 は頭上で は小屋全体を 自由に流通する。家はすべて きちん

　 と整頓 されている。診察室 として使われてい るらしい最初の部屋 には，きちん とラベルの張 っ

　てあるた くさん の薬の瓶 や増場が置いてお り，一 目見 ただけで持主の職業 がわかる。

　 　Ｃｏｏｋは５０歳をはるか に過 ぎて いると思われる。 青白 く衰えた，無表情 の顔で，長い銀白色

　 の髭を生や し，粗末な毛織の上着 を着ている。大 きな幅広のよれよれの麦わ ら帽子を，雛のあ

　 る額に目深にかぶ り，物 憂げにじっと している。何 ものも彼を奮い起たせ るものはな く，驚か

　せる ものもない。我 々の質 問の答を彼か ら引き出すのに，かな りの時間がかかった ［ＳＣＨＥＲＺＥＲ

　 １８６２：５６１］ｏ
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で きる まで の 間 ， 集会 所 を使 用 す る こ とを認 めた 。

　 や がて ， 宣 教 師達 は ， 島民 の助 力 を得 て家 を完 成 し， 島 民 を対 象 とす る説 教 ，教 育 ，

医療 な ど の諸 活 動 を 開始 した。 １８５２年 の お わ りまで に は， キ チ ー にお け る布 教 活 動 は

順 調 にす べ りだ した。

　 １８５３年 に入 る と， Ｇｕｌｉｃｋ は教 会 を建 て る可 能性 を打 診 す るた め ， マ タ ラニ ー ムへ

出 か け ， ナ ンマ ル キ と話 しあ う。Ｇｕｌｉｃｋ は ナ ンマル キか ら ここ に滞 在 す る許 可 を得 ，

タ モ ン （Ｔｅｍｗｅｎ）島 に教 会 を建 て る場 所 を 譲 り受 けた 。 彼 は そ の 場 所 を Ｓｈａｌｏｎｇ

Ｐｏｉｎｔ と名づ け， ６月 に夫 妻 は こ こ に移 った。 これ に よ り， キチ ー とマ タ ラニ ー ムの

２か所 で布 教 が 行 わ れ るよ うにな った。

　 首 長 は最 初 宣 教 師 の滞 在 を歓 迎 した。 宣 教 師へ の 土 地 の譲 渡 と家 屋 の建 設 に よ って

物 質 的利 益 を 得 る こ とが で きた うえ に ， さ らに， 彼 らの滞 在 で寄 港 す る船 が増 え ，交

易 に よ る利 益 が 増 加 す る こ とを期 待 して いた か らで あ る。 首 長 に と って は，宣 教 師 も

ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ とか わ らな い ， 同 じ外 国人 で あ った。

　 しか し， 宣 教 師 に と って は， ポナ ペ 島 に在 住 す る ほ とん ど の ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ は， 自

分達 とは ま った くちが った人 間 で あ った。 生 活 様 式 や 価 値 観 はま るで正 反 対 で あ り，

酒 に お ぼれ ， 無 秩序 で ，放 蕩 に あ け くれ る ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの堕 落 した生 活 は，宣 教 師

に は絶 対 に容 認 で きな い もの で あ った 。 キチ ー の ナー ニ ケ ンは ，宣 教 師 と初 め て会 っ

た 時 に ヤ シ酒 を 勧 め た が ， これ は明 らか に ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ との付 き合 いか ら学 ん だ も

の で あ った。 宣 教 師 は これ を は っ き り と断 った。 「ま さに最 初 の 時 か ら，宣 教 師 達 は，

自分 達 と他 の 白人 達 と は違 う とい う こ とを示 す た め に， 酒 とタバ コ と い う シ ンボ ル を

用 いた の で あ った。 この メ ッセー ジ は簡 潔 で 明 快 な もので あ った。 す なわ ち， 我 々 は

（他 の 白人 と は） 異 な る 目的 を もつ異 な る人 間 で あ る」 ［Ｍ ＡＲｓＨＡＬＬ　ａｎｄ　Ｍ ＡＲｓＨＡＬＬ

Ｉ９７６：１５１］Ｑ

　 既 に述 べ た よ うに ， ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ は島 の首 長達 の 庇 護 下 に あ った。 首 長 は彼 らに

島 社会 で の生 活 の 安 全 を 保 証 し，彼 らは首 長 の行 う交 易 の 仲 介者 や通 訳 と して 働 い た。

これ に対 して ，宣 教 師 は， 島 の 首 長 の保 護 の 下 に置 か れて 首 長 の権 威 に服 従 す る こ と

を 拒絶 し，首 長 制 度 か ら独 立 した存 在 た らん と努 力 した 。

　 Ｇｕｌｉｃｋ が マ タ ラニ ー ム の Ｓｈａｌｏｎｇへ 移 って す ぐ， ナ ンマ ル キ は彼 に定 期 的 な 貢納

を要求 し，祭 宴 に召 集 す る ことで ， 彼 を 島民 社 会 に組 み入 れ よ うと した。 Ｇｕｌｉｃｋ は

ナ ンマ ル キの 策 略 を 十分 に 理解 して いた 。

　「昨 日， 私に伝言が届いた。 Ｓｈａｌｏｎｇ に住む島民はナー （Ｎａ） とい う名の島に行 って彼

（ナ ンマルキ）を饗応す るという。私は Ｓｈａｌｏｎｇの小首長 と見倣 されているのだと思 う。そ
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して ， これ が ポ ナペ の システ ム に， 私 を 結 びつ け よ う とす る努 力で あ る ことは 疑 いな い 。私

は ， もち ろん 従わ な か った」 ［０’ＢＲＩＥＮ　 ｌ９７１：５４ よ り引用 ］。

　 ナ ンマル キは ，Ｇｕｌｉｃｋ の建 て た カ ヌー小 屋 に対 して ，所 有 権 を確 立 しよ う と して ，

彼 の カ ヌ ー を この小 屋 に置 く許 可 を求 めて きた。

　 「私 は， もちろん， これを許可 しなか った。馴…… というめは，私の財産に対 して，彼に所

有権を感 じさせるような機会を与えることを好まないか らだ」 ［０’ＢＲＩＥＮ　 ｌ９７１：５４ より引

用］。

　Ｇｕｌｉｃｋは， ポナペ島社会への同化を拒絶 し， ナンマルキへの服従と彼への貢納の

義務を否定 した。 このように，宣教師達は，首長の権力の下に組み入れられないよう

に努め，むしろ逆に，その上位に立つようにと努力 した。首長達が，宣教師が彼 らの

権威を認めないことを悟 るのに，長 くはかからなかった。首長達は，宣教師の意図を

理解すると，宣教師への援助を手控えたり，時には教会の布教活動に積極的な反対を

くりひろげた。

．ζこで，宣教師達が伝統的生活を営む ミクロネシァの島民をどのように考えていた

かを見ておこう。

　 「彼 らには怠惰，肉欲 ，盗癖 ，暴力が住みついて いる。暖かい気候は衣服を余分 とし，家

屋 は日陰を得 る以外には必要とせず，熱帯の豊 富な植生は食物の蓄を不要 とする。黄褐色の

野蛮人 は裸同然で歩 きまわり，水 の中を魚のように泳ぎ，岸で 日の光に浴す る。堕落 した船

員 と交わ って，文明の地 の悪徳 をたちま ちに身につ ける。飲酒癖 に非常に陥りやす く，わず

かな例外を除 くと放蕩は太平洋 の 島 々を広 く根深 く汚染 してい る」 ［ＢＡＲＴＬＥ’ｒｌｒ　 １８７２：５８－

５９］２７）。

　 これ は， 布教 が あ る程度 の成 功 を お さめた 時 点 で書 か れた ア メ リカ ン ・ボ ー ドの 伝

道史 か らの 引用 で あ る。 このた め ，成 果 を強 調 す るあ ま り， 布 教 以 前 の状 態 を い さ さ

か誇 張 して 記 述 して い る可 能 性 が あ る。 しか し， この文 章 に は， ふ つ う宣 教 師 が 島 民

の悪 徳 と して 指摘 して い る 「怠惰 ，裸 体 ，私 有 財 産 へ の 関心 の 欠 如 ，飲 酒 ， 罪 深 い こ

と」 ［ＮＡｓｏＮ　 ｌ９７８：１２４－１２５］ の す べ て が含 まれ て い る。 一 般 的 に， 伝 統 文 化 は キ

リス ト教 と相 容 れ な い もの と考 え られ た。

　 ピ ュー リタ ン的性 格 を持 つ ア メ リカ ン ・ボ ー ドは，特 に飲 酒 と喫 煙 に対 して きび し

い態 度 を と った。 宣 教 師 が酒 に反対 した の は， 酒 が様 々な不 正 　　 犯罪 ，暴 力 ， 不 純

２７）同 じような島民 に対す る見方は，Ｓｔｒｏｎｇ［１９１０＝２３４］に も見 られる。
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な男女関係など　　の温床になると考えたか らであり，さらに，飲酒は時間や財産を

浪費し人々を怠惰にさせるからであった。

　酒は （タバ コと共に）島民の需要が多 く，彼 らの生活に欠かせないものとなってい

た。そうした酒の排除を要求することは，島民とｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ達の生活様式の根本

的な転換を迫 るものであった。 キリス ト教の布教のためには，島民の悪習をまず破壊

することが必要だと宣教師は考えた。禁酒は，信徒 として受け入れ られるための，第

一の条件とされた。さらに，宣教師はポナペの伝統的な飲料であるシャカオ（カヴァ）

の使用にも強く反対 した。シャカオは，首長の権威を示 し，精霊 とのコミュニケーシ

ョンの手段となる神聖なものである。宣教師達は，異教崇拝をやめさせて，キリス ト

教へ改宗させるためには，シャカオの放棄を強 く迫る必要があると考えた２８）。

　 　 天 然 痘 の 流 行 と そ の 影 響

　 １８５４年 ２月 ，捕 鯨 船 Ｄｅｌｔａ 号 が キ チ ーの港 へ入 港 す る。 この 船 の 寄港 は， 後 の ポ

ナ ペ 島社 会 に非 常 に大 きな影 響 を 与 え る こ とに な った。 この船 に は ２人 の天 然 痘 患 者

が乗 って いた 。 島 民 へ の 感染 を避 け るた め に， 患 者 は港 内 の無 人 島へ 移 され た。 ま も

な く この ２人 は死 亡 した が ，数 人 の 島 民 が この島 へ 渡 り， 船員 の衣 服 を奪 い取 った。

宣 教 師 の Ｓｔｕｒｇｅｓは この こ とを 聞 いて ， ナー ニケ ンに指 示 して， これ らの 島 民 を 隔離

させ ，盗 ん だ衣 服 を 焼 き捨 て させ た の だ が ，間 に合 わ な か った。

　 病 気 は島 民 の 間 に広 が りは じめ， ５月 に な る と蔓 延 しは じめ た。 教 会 に敵 意 を持 つ

ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ の な か に は， 島 民 の 呪 術 師 な ど と共 に， 天 然 痘 の流 行 は 宣 教 師 の 陰謀

だ との うわ さ を流 す もの もい た。 この 流言 に影 響 され て ， 多 くの 島民 が宣 教 師 に敵 意

を 向 け た。 この事 態 を改 善 す るた め に， 宣 教 師 が 医療 活 動 を 行 お う と して も， 島 民 は

そ れ を 理解 せ ず ， 治 療 を受 け よ うと は しな か った。

　 「今 ， ど こで 病 気 が はや って い るか 」， 「何 人 死 亡 した か 」 とい った こと が島 民 同士

の 会 話 で交 さ れ， 今 や 病 気 が 島 で の唯 一 の話 題 とな った 。 多 くの 島民 が感 染 し， 次 々

と死 ん で い くの を見 て ， 島 民 は宣 教 師 の 所 へ や って 来 る よ うに な った。 キ チ ーの ナ ー

ニ ケ ン も ８月 に は種 痘 を受 け た。 彼 は病 気 に感 染 した が ， 種 痘 の お か げで 軽 くす ん だ。

そ の 後 は，種 痘 を受 け る島 民 の数 が増 えた 。

　 ９月 にな る と， 猛 威 をふ る った天 然 痘 もほぼ 終息 す る。 しか し，天 然 痘 の流 行 に よ

って ， 実 に多 くの 人 命 が 失 わ れ た。 キ チ ーの 部 族 の人 口 は， １８５４年 ５月 に ２，１５６人 で

あ った が ，１０月 に は １，０３９人 と な り， 半 分以 下 に減 少 した 。 ポナ ペ全 体 の人 口 も， 天

２８）宣教師が酒 とシャカオをキ リス ト教徒と異教徒を区別するシンボルと して用 いた ことについ

　て は Ｍ ａｒｓｈａ】１夫妻 ［ＭＡＲｓＨＡＬＬ　ａｎｄ　ＭＡＲｓＨＡＬＬ　 １９７６］が詳述 している。

　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　８８７
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然 痘 の発 生 以 前 は約 １万 人 と推定 され て い るが ， これ が５，０００人 へ と半 減 した と い う。

そ して ，生 き残 った 人 口の う ちの ４分 の ３ほ どが 中年 以 上 の 人 で ，子 供 が生 まれ た と

い う話 は ほ とん ど 聞 かれ な か った ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８５５：１３１－１３２］。

　 Ｓｔｕｒｇｅｓは， 天 然 痘 の 流 行 によ る急 激 な人 口減少 が 島民 の 意 識 に及 ぼ した 影 響 につ

いて ， 次 の よ うに記 して い る。

　 「病気の流行以来，島民 の間には， 自分達 はやがて絶滅 して しま うだろう， という考えが

ひろま っている。 ……人 々は， 以前 には見 られなか ったほど， 向 こう見ずにな っている」

［ＭＨ　　１８５５：１３１］ｏ

　 そ して ， 位 を め ぐ って ， 人 々は異 常 な ほ どの興 奮 に包 まれ て いた。 １８５４年 １０月 １４日

の 日誌 に，Ｇｕｌｉｃｋ は以 下 の よ うに書 いて い る。

　 「非常に多 くの首長が最近死んだので，ほんの少年で も高い位 に昇る ことがで きた。……

空位を埋め るだけの正当な血筋の者を見い出すのが困難なので，奴隷 （平民）を も位 に就け

ねばな らない」 ［ＭＨ 　ｌ　８５５：２２９］。

　皆が位を要求 して大騒ぎとなった。新 しい位もつくられたりしたので，位のない島

民を見つけるのが困難なほどであった。

　 「（首長達が）低 い位の島民の要求 に従 っているに もかかわ らず，多 くの者が不満を抱いて

いる。よりよい条件を求めて，他 の部族へ移 って しまう。ある部族で は普通の人間が，他の

部 族で は高い地位 に就 くことがで きることが， しば しばあるか らであ る。臣下を失うことは

不便なことであるとともに，不名誉な ことで もある。首長達は臣下を失 うことを非常 に恐れ

ている」 ［ＭＨ （Ｇｕｌｉｃｋ） １８５５＝２２９］。

　１８５４年 の お わ り， キ チ ー とマ タ ラニー ムの 間 で戦 争 が発 生 し，Ｓｔｕｒｇｅｓ は マ タ ラニ

ー ムへ行 き，首 長 と会 って 戦 争 の停 止 を説 得 した。 首 長 は， マ タ ラニー ムで も キチ ー

で も，今 で は実際 に支 配 して い る の は若 者 で あ り， 自分達 は彼 らを抑 え る こ とが で き

な い， と語 った ［ＣＲＡｗＦｏＲＤ　ａｎｄ　ＣＲＡｗＦｏＲＤ　 Ｉ９６７：７１］。

　 この よ うに ，天 然 痘 の 流行 で数 多 くの 死者 を 出 した こと は， ポ ナ ペ島 の伝 統 的 社会

に数 多 くの 深刻 な影 響 を与 え た。 まず 第 １に ， 首 長 の権 力 が低 下 した。 首 長 達 は支配

して いた 多 くの 臣下 を天 然 痘 で失 った 。 臣下 か らの貢 納 も， そ れ に よ り当然 減 少 した 。

第 ２に は， 島 民 の行 動 の 自 由が 増大 した こ とで あ る。 死 者 を 多 数 出 した こ とで ， 平 民

が高 い地 位 にの ぼ り， 土 地 を獲 得 す る可 能 性 が生 じ，多 くの平 民 が地 位 と土 地 とを 要
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求 した。それが認め られなければ，他の部族の首長の所へ移って行ってしまう。 こう

した平民の行動は，首長の手に負えな くなっていた。第 ３に，種痘の成功のおかげで

宣教師の功績が認められ，島民の宣教師に対する態度が軟化した。そして，宣教師の

力量と誠実さに対する信頼が確立されようとしていた。島民の間で，読み書きやキリ

ス ト教の教えに対する関心が増大 した。天然痘が流行 した時，島民の司祭は怒れる精

霊をなだめようとしたが，少 くとも外国か ら持 ち込まれた病気に関しては，島の神が

無力であることが明らかになった。 こうした状況は，島民がキリス ト教を受け入れる

下地を形成 していった。

　　 宣 教師 の影響 力の増 大

　１８５５年になると，人々を襲 った狂乱はさめ，首長達は指導力を回復 しつつあり，生

活 も平常に戻りつつあった。キチーとマタラニームの間の紛争も，宣教師のすすめで，

４月には両部族の首長の間で和平が達成された。

　 この頃になると，宣教師達のポナペ語 も上達 し，通訳を介する必要もなくなった。

教会の経営する学校でも，これまでの英語の授業に加えて，ポナペ語の読み書きを教

えることが始まった。島民と宣教師との間の意志の疎通は，宣教師がポナペ語を用い

ることで円滑になった。ポナペ語には敬語があり，平民に話しかける言葉と首長に話

しかける言葉は違っている。平民に用いられる言葉で，首長に話 しかけたり首長のこ

とを話すことは，首長を侮辱することになる。 これまで島民は，平民に用いる言葉で

宣教師に話 しかけていた。今や，宣教師は種痘の成功により何人かの首長の信頼を得

るようになったので，人々は宣教師に敬意を払い，敬語を用いて話しかけるようにな

った ［ＭＨ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　１８５６：１６２］。

　教会による島民の教化の計画は，１８５６年に印刷機が導入 されたことで大いに前進 し

た。ポナペ語の表記法が確立され，読本や聖書の話，讃美歌などがポナペ語で印刷さ

れた ［ＡＬＤＥＮ　１９４４］。それまで，教会で習うことのもの珍 しさが失われたことと，

読み物 （これまでは宣教師夫人の手書きであった）の不足のために，学校への出席者

は減少 していたが，印刷物の出現で島民に学校への関心が再び高まった。

　 既に述べたように，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの人口は１８５０年をピークにその後急速 に減少

していった。 １８５８年には， かつてキチーで無限の影響力を持ち，島民に恐れられた

‘‘Ｎｅｇｒｏ　Ｊｏｈｎｓｏｎ” と呼ばれていた黒人が
，酔 って喧嘩 し殺された。彼の家のまわり

に島民の男女が群をなして集まり，常に無秩序と混乱が支配 していたものだが （彼は

売春宿を経営していた），今やその取巻き連中は散 り散 りになり平穏となった。また，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　８８９
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他 の ２人 の 外 国人 も死 亡 して ， 数 年 前 ま で は キチ ー に大勢 いた 外 国 人 も現 在 で は ４人

だ け と な った ２９）［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８６０：３５］。

　 ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ の 人 数 が減 るに つれ ， 彼 らの島 民 に対 す る影 響 力 は弱 くな って い っ

た 。１８５７年 に ポ ナペ 島 に寄 港 した Ｎｏｒｔｈｅｒｎ　Ｌｉｇｈｔ号 は， 白人 との交 易 を 断 わ り島民

と直接 取 引 を した が ， こ う した交 易 の 形 態 は， これ まで 白人 が交 易 の仲 介 を して きた

ポ ナペ 島 に お いて は新 しい もので あ った ［Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄ　 １８５８：５］。 島民 は 自 ら外 国船

と取 引 を行 い始 めた の で あ る。

　 島 民 は外 国船 の船 長 との 間 に何 か問 題 が 生 ず る と，宣 教 師 に助言 を求 め， 交 易 品 の

値 毅 につ いて 聞 きに来 る よ う にな った。 他 の 白人 よ り も宣 教 師 の方 を信 頼 して いた か

らで あ る ［Ｍ Ｈ （Ｇｕｌｉｃｋ）　 １８５８：１７６］。　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの 島 民 へ の影響 力 の衰 退 は，

宣 教 師 の 立 場 を上 昇 させ る こ と にな った。

　 １８５９年 ， Ｓｔｕｒｇｅｓ は最近 入 港 す る船 が ほ とん ど な い と言 って い る。 そ のた め， これ

まで ほ とん ど宣教 師 に近 づ か な か った 島民 まで が ，交 易 のた め に宣 教 師 の家 にや って

くる よ うにな った ［Ｍ Ｈ 　 １８６０：３５］。 島民 は食 料 との交 換 で ， 宣教 師 か ら衣 服 な ど

を手 に入 れ た ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８６０：２９０］。 外 国 船 ， 特 に捕 鯨 船 の 寄 港 の 減少 は，

ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ に代 って， 西 洋 製 品 の 供給 者 と して の宣 教 師の 重 要 性 を著 し く増 加 さ

せ た。

　 ０ ’Ｂｒｉｅｎ は， この 時 の 状 況 を以 下 の よ う に分 析 して い る。 宣 教 師達 は，交 換 す る品

物 を 読 み物 や衣 服 な どの ，彼 らが望 ま しい と考 え る もの に変 え させ ， 宣 教 師以 外 の他

の 外 国人 か らの影 響 を か な りの程 度 追 い出 す こと に成 功 した。 島社 会 で 影響 力 を独 占

しつ つ あ った ことで ， キ リス ト教 の 教 え を受 け入 れ る レベ ル が か な り上 昇 した。 西 洋

との 接 触 か ら利 益 を得 よ う と望 む者 に と って は，精 神 的 に も物 質 的 に も，他 に代 る手

段 が なか った か らで あ る ［０’ＢＲＩＥＮ　 １９７１：５５］。

　 キ リス ト教 の影 響 力 が 次 第 に大 き くな って い くこ と は， ポ ナ ペ の伝 統 的 宗 教 が 次第

に衰 微 しつ つ あ る こ とか ら も明 らか で あ る。 １８５６年 の ５月 ， 宣 教 師 の Ｄｏａｎｅ３０）と

Ｓｔｕｒｇｅｓは ，海 底 の地 か ら地 上 に姿 を 現 した １ｊｏｐａｕ （Ｉｓｏｐａｕ）とい う神 を崇 拝 して い

る島民 に 出会 った。 この神 はぶ きみ な 捻 り声 を あ げ て登 場 し， 集 会 所 の うす 暗 い一 画

に座 を 占 めた 。人 々は この神 を恐 れ ， 御気 嫌 を と りむ す ぼ うと して ，神 へ の贈 り物 を

持 参 した。 キ リス ト教 に好 意 的 で あ った キ チ ーの ナー ニ ケ ンで さえ も，多 くの 品物 を

供 え た。 Ｉｊｏｐａｕ は男 装 した女 性 が扮 した もの で あ り，２人 の 宣 教 師 は群 集 か ら神 を隔

２９）既述 のよ うに，１８５２年 にキ チーで行 ったポナペでの最初の礼拝には１２人 ほどの白入が集 った。

３０）Ｄｏａｎｅはユニオ ン神学校を卒業 後，１８５５年か ら１８９０年 にかけて ， 合計約 ２０年間 ポナペ島で

　布教に従事 した。この間，Ｄｏａｎｅは日本に来て同志社大学で教鞭を とったこともあ る。
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て て い た鳶 を取 り払 って この こ とを暴 露 した が ， 人 々 は 恐 れ お の の い て 目 を閉 じ，

あ わ を くって その 場 か ら逃 げ 出 して し ま っ た ［Ｔｈｅ　Ｆｒｉｅｎｄ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８５６：７５］。

Ｓｔｕｒｇｅｓ は Ｉｊｏｐａｕ に対 す る信 仰 を打 ち こわ そ うと した の だ が ，島 民 の 呪 術 師達 は，

Ｓｔｕｒｇｅｓが 部族 全 部 を滅 ぼ そ うと して い る とい って 教 会 に反撃 した。 人 々 は宣教 師 が

神 を 追 い 払 って しま った こ とを非 常 に恐 れ た の で あ った ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８５８：５１］。

２人 の 宣 教 師 の行 動 は， 島 民 の信 奉 者 に はあ ま り影 響 がな か った か も しれ な いが ， 神

に は大 きな影 響 を与 えた よ うで あ る。 Ｄｏａｎｅ と Ｓｔｕｒｇｅｓ が そ の 場 を去 って か ら ２日

後 ， Ｉｊｏｐａｕ は宣 教 師 を恐 れ て 早 々に立 ち去 った と い わ れ て い る ［ＨＥｚＥＬ　 ｌ９８３：

１５５］。

　 １８５０年 代 の お わ りに は， 宣 教 師 の影 響 力 は明 らか に増大 して いた 。Ｓｔｕｒｇｅｓ は ，島

民 が 首 長 の た め に祭 宴 を催 す 回 数 が 減 って きた と１８５９年 に述 べ て い る。 首 長 に対 す る

祭 宴 は， 首 長 の死 霊 が 供 物 を要 求 す る との信 仰 に基 づ いて ， 島 民 が努 力を傾 注 す る最

大 の 出 来 事 で あ る。 しか し，今 や平 民 は首 長 の死 霊 を あ ま り恐 れ な くな って きた の で ，

祭 宴 に駆 り立 て られ る こ とが少 な くな った ［Ｍ Ｈ 　 １８６０：３５］。 宣 教 師 は ， 首 長 に対

す る祭 宴 を ，食 物 を浪 費 し，労 働 力 を奪 い， キ リス ト教 を学 ぶ 時 間 を奪 う もの と して ，

廃 止 す るよ うに働 きか け て いた の で あ った３１）。

　 宣 教 師 は，ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒの 島民 社 会 に対 す る影 響 を除 去 しよ うと努 め る と と もに，

首 長達 を改 宗 させ よ う と した。 ポナ ペ 島 の よ う な首 長 制社 会 で は， 首 長 は配 下 の 島民

に対 して大 きな影 響 力 を も って い るの で ，首 長 が キ リス ト教 に帰 依 す れ ば 布 教 活 動 が

円滑 に進 展 す る こ と は容 易 に予 測 され る と ころ で あ る。 しか しな が ら， ポ ナ ペ 島社 会

にお い て は， キ リス ト教 の受 容 に よ る矛盾 が首 長 に お いて一 番 大 きか った 。伝 統 的 な

宗 教 に よ って その 地 位 が 支 え られて いた 首 長 に と って ， 伝 統 的 な宗 教 を捨 て て ， 「キ

リス ト教 の 教理 を受 け入 れ る こと は， 臣 下 に対 す る権 力 を 完全 に失 うこ と にな るか ら

で あ る」 ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８６０：３５］。 一 夫 多 妻 な ど の多 くの 首 長 の特 権 を キ リス ト

教 は認 めな か った 。 首 長 は平 民 も同 じよ うに天 国 に行 け る とい う こ とに も憤 りを 感 じ

て い た。

　 宣 教 師 か ら見 る と，平 民 達 は首 長 の権 威 に縛 られ て いて ， 自 己の 意志 に基 づ いて行

動 す る自 由 を もた な い よ うに思 わ れ た。

「ここでは，人間はやわ らかな粘着質の固ま りで あって，個 々に分化するのを妨げる濃度

３１）後に宣教師は祭宴のポナペ文化 にもつ意義に気づ いて ，教会 にもこれをとり入れた ［ＣＯＡＬＥ

　１９５１：７５－７６］。例えば，１８６３年 キチーに完成 した教会 の竣功式 はポナペ風の祭宴で祝われた。

　ただ し，教会 ではシャカオの使用 は禁止された ［ＭＨ （Ｓｔｕｒｇｅｓ） １８６４：２４１】。

　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　 　 ８９１
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をもち，独立 した形と意味を もつ には至 っていない。我 々は全体，集団その ものに，働きか

けることを余儀な くされている。個人 というものを見い出す ことがで きないか らである。事

実， ここには，個人 的行動や個人の責任 といった もの はない」［ＭＨ （Ｓｔｕｒｇｅｓ） １８５５：２８］。

　 しか し， 既 に述 べ た よ うに， 天 然 痘 の流 行 後 の 人 口の減 少 は ，首 長 の権 力 の弱 体 化

と平 民 の 自 由の相 対 的 な増 加 を もた ら し， ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒ人 口 の減 少 は宣教 師 の影 響

力 の増 大 を もた ら して いた 。 Ｓｔｕｒｇｅｓ の言 う 「粘 着 質 の 固 ま り」 で あ る集 団 の あ ち こ

ち に亀 裂 が 生 じ は じめて いた の で あ る。 宣 教 師 は平 民 へ の布 教 活 動 を熱 心 に行 うよ う

に な る。

　 １８５５年 に来 島 した Ｄｏａｎｅ夫 妻 は ジ ョカ ー ジ での 布 教 活 動 に従 事 す るた め に， 翌 年

に 島 の北 部 へ移 った。 この 頃 ， ジ ョカ ー ジ の人 々 は教 会 に大 きな 関 心 を示 し， 日曜 の

礼 揮 に も多 くの人 々が 集 ま った 。 部 族 の 最 高 首 長で あ る ワ シ ャー イ３２）も教 会 に 好 意

的 で あ った。 彼 は宣 教 師 が 来 れ ば ，外 国船 の 寄 港 が多 くな り， 交 易 によ って 多 くの利

益 を受 け る こ とが で き る と考 え て い た か らで あ る３３》。Ｄｏａｎｅが ジ ョカ ー ジへ 移 って 数

日後 ， ワ シ ャー イ は臣下 数 人 とヤ シ酒 を飲 ん で いた 。彼 は Ｄｏａｎｅに も勧 めた 。Ｄｏａｎｅ

が禁 酒 の 必 要 を説 く と， ワ シ ャー イ はヤ シ酒 の瓶 を脇 へ放 り出 し， 人 を遣 って ヤ シ酒

の蒸 留 所 を壊 した。 しか し，外 国 船 の船 長 達 は， 宣教 師 の い うこ とを 聞 か な い よ う に

と， ワ シ ャー イ を甘 い言 葉 とグ ラス の酒 で そ そ の か し， 飲 ん で 酔 う こ とは勇 敢 で 良 い

こと なの だ と説 い て い る。

　 こ う した状 況 を見 て ，Ｄｏａｎｅ は以 下 の よ う に書 き記 して い る。

　 「もしもこうした環境の中で禁酒を守 りとおせ るものなら，天 国もこの地 の人 々か らそ う

遠 くはない と思われ る。人 々に対するワシャーイの影響 力は大き く重要だからである。ま も

な く，私のために建て られた家へ引き移れるだろう。そう した ら，私は平民の間でも っと働

こうと思 う。 神の御言葉 を最 も喜んで受け入れるの は， これ らの人 々だか らである」 ［ＭＨ

１８５６：３７８ユｏ

　 他 方 キチ ーで は ， ナー ニ ケ ンの Ｎａｈｎｋｕ の支 持 に よ って ， 布 教 活 動 は多 い に助 け

られた 。 しか し， ナー ニケ ンは完 全 に キ リス ト教 に帰 依 して いた わ け で は な く， 彼 の

妻 が重 病 にな った 時 に は伝 統 的 な呪 術 的 治 療 儀 礼 を行 い ，一 時 的 に キ リス ト教 に対 す

３２） ワシャーイは他の首長国で はナ ンマルキの次の位 （Ａ２）であるが， 当時 のジ ョカージには ナ

　 ンマルキの位がな く， ワシャーイが最高首長であった。 ドイッ統治時代にジ ∋カージにもナ ン

　 マルキの位が設 け られた。

３３） これまで ポナペ島南部 のマタラニームとキチーに船 が入港することが多 く，北部の ジ ョカー

　 ジに寄港す る船 は少なか った。

８９２
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る関 心 を失 って しま った。 こ う した 事 態 を 見 て ，Ｓｔｕｒｇｅｓは次 の よ うな 教訓 を得 る。

　 「首長 に信頼 を置くことは安全で はない。私 は神が彼を回心させ，人 々の間に大きな変化

を もた らすので はないかと期待 していた。神 は平民 の間で仕事 を始めた方が良い とお考えの

よ うである。我 々は人 をあてにすることを止 めて，大衆の問で真理の道を説 く仕事を地道 に

ゆ っくりと進 めることに信を置きたい と思 う」 ［ＭＨ　１８６０：１３６］。

　このようにして，宣教師は平民の間での布教に努め，キリス ト教は平民層の間に次

第に浸透 していった。

　　　信 者 の 獲 得

　 布 教 を 開始 してか ら ８年余 りが た った １８６０年１１月 ，Ｓｔｕｒｇｅｓ は は じめ て ３人 の島 民

を信 徒 と して迎 え入 れ洗 礼 を与 え た。 この ３人 の う ちの １人 は Ｎａｒｃｉｓｓｕｓ　Ｓａｎｔｏｓ と

い い ， フ ィ リ ピ ン人 だ が 長 い期 間 ポナ ペ に住 ん で いた ので ポ ナペ人 と見傲 され て い る

男 で あ り，彼 の島 民 の 妻 と一緒 に信 者 とな った。 も う １人 は キ チ ーの以 前 の王 （ナ ン

マ ル キ） の未 亡 人 で あ った 。

　 １８６１年 には ，信 者 の数 は キチ ーで １２人 ， マ タ ラニ ー ムで は ６人 とな った が ，信 徒 に

対 して は他 の 島 民 か ら様 々 な迫 害 が加 え られた 。Ｇｕｌｉｃｋ が マ ー ジ ャル へ去 った （１８５９

年 ） あ と，宣 教 師 が いな くな った マ タ ラニ ー ムの Ｓｈａｌｏｎｇ で の信 徒 へ の 迫害 は，１８６２

年 に は特 に きび し くな った 。 家 財 が略 奪 さ れた り，投 石 な ど の暴 力 事 件 が発 生 した。

首 長 は キ リス ト教 を破 壊 す る意 図 を表 明 して いた が ， 信 徒 達 は これ に も負 けず信 仰 を

守 った 。 キチ ー の信 者 達 は ，部 族 の境 界 を越 えて マ タ ラニ ー ムの被 害 者 を救援 す る こ

とに決 め，衣 類 な ど を持 ち寄 った。 キ チ ーの ナ ーニ ケ ンも莫 産 を 寄付 して これ に協 力

した ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８６３：７６－－７７］。

　 １９６０年 の お わ りに ３人 の改 宗 者 を獲 得 して 以 来 わ ず か ４年 ほ ど の間 に信 者 の数 は飛

躍 的 に増 大 し， １８６４年 の お わ りに は１５４名 とな った３４）。　 この 時 ポ ナ ペ島 に は ６か 所 に

教会 が あ り， こ の ほ か に も数 か所 で 定 期 的 に礼 拝 や 集 会 が も た れ て い た ［Ｍ Ｈ

（Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８６５：２０２－２０３］。 １８６５年 ， ハ ワイ か ら ミク ロ ネ シア の布 教 活 動 を 視 察 に

来 た Ｅｍｅｒｓｏｎ は， ポナ ペ 島民 のお よそ半 分 はキ リス ト教 に好 意 的 で あ り， 布 教 活 動

は望 ま しい方 向 に進 ん で い ると報 告 して い る ［Ｍ Ｈ 　 ｌ　８６６：１３５］。

　 マ タ ラニー ムの ワ シャ ー イ の Ｈｅｚｅｋｉａｈ （Ｅｊｅｋａｉａ と表 記 され る こと も あ る） は，

３４） このわずかな期間 に，信徒数が急速に増大 したのは，宣教師が島民を信徒と して認 めるのに

　 非常に慎重であ った （この点 ，スペイン時代 のカソ リックと対照的である） ためと思われ る。

　 つま り，１８６０年代 のはじめまでに，改宗を望む 島民がかな りいて，宣教師によ って洗礼が授け

　 られるのを待 っている状況 であったと考え られ る。

８９３
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ナ ンマル キの 系 統 の ナ ンマ ル キ に次 ぐ２番 目の 高 位 の 首 長 （Ａ２）で あ る。 １９６３年 の暮

に は， キ リス ト教 に関 心 を示 した ワ シ ャー イ は， Ｓｔｕｒｇｅｓに彼 の 住 む オ ア （Ｏｈｗａ）に

島民 伝 道 師 の 派遣 を 要請 し，Ｄａｖｉｄ と Ｓａｒａｈ と い う夫 妻 が赴 任 した。 あ る夜 ， 夢 の

中 に イ エス ・キ リス トが現 わ れ ， ワ シ ャー イ に次 の よ うに語 った。 「お ま え の異 教 の

神 は本 当 の神 で は な い。 教会 の 信者 とな り， シ ャカ オ を掘 りお こ して ，天 の神 に仕 え

な けれ ば な らな い 。」 夜 が 明 け て あ か る くな る と， ワシ ャー イ は早 速 シ ャカ オの 畑 へ

行 き， 全 部 掘 りお こ して しま った ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ） １８６５；１９９］。

　 ワ シ ャー イ が シ ャ カオ を掘 りお こ しキ リス ト教 に帰 依 した こ と は，異 教 徒 に と って

は， 伝統 的 な政 治 ・宗 教 を 冒漬 す る行 為 で あ った。 首 長 達 は ワ シ ャー イ の改 宗 に異 議

を 唱 え ，彼 の 称 号 と土 地 を取 り上 げ る と脅 した。 こ う した 脅 迫 も ワ シ ャー イの 決 心 を

変 え る こ とはな か った。

　 ナ ンマ ル キ と ワ シ ャー イ の対 立 ３５）が １８６７年 に激 化 した。 ナ ンマ ル キ は ワ シ ャー イ

の土 地 を 取 り上 げ た。 Ｓｔｕｒｇｅｓは ワ シ ャー イ に断 固 戦 う よ うに 説得 し， ワ シ ャー イ は

土 地 の返 却 を求 め た。 ナ ンマル キが そ れ に応 じな か った 時 ， ワ シ ャ ー イは他 の部 族 の

信 徒 に支 援 を要 請 した。 多 くの 信徒 が か けつ け ， ナ ンマ ル キ は 自分 の 立 場 の劣 勢 を悟

って，土 地 の返 却 に応 じた 。信 徒 達 の危 機 は回避 され た ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８６８：１５８］。

　 キ チ ー の ナー ニ ケ ンは， 時 に は宣 教 師 の意 に反 す る行 動 も と った けれ ど も，彼 の持

つ 影 響 力 を行 使 して ，様 々な 方 法 で宣 教 師の 活 動 を 助 け て きた。 １８６４年 １月 に は ナ ー

ニ ケ ンは妻 と と もに信 者 とな った。 ナ ー ニ ケ ン夫 妻 の 改宗 に よ って ， キチ ーで の布 教

活 動 が順 調 に進 む と思 わ れ た の もつ か の間 の こ とで あ った 。 ナ ー ニケ ンは信 者 と な っ

て 数 か 月後 の ４月 に亡 くな った。

　 後 任 の ナー ニ ケ ンの Ｎａｎａｕａ　ｅｎ　Ｍ ｕｔｏｋ （現 在 の表 記 で は Ｎａｈｎａｗａｈｎ　Ｍ ｗｕｄｏｋ）

は教 会 に対 して 敵 対 的 で あ り，彼 が ナー ニ ケ ンに就 任 して か らは連 日の よ うに酒 宴 が

開 か れ た。 そ して １８６５年 の ２月 に は ， ナー ニ ケ ンは酒 に酔 った い きお い で教 会 に放 火

し， 教会 は全 焼 して しま った。 さ らに ナー ニ ケ ン達 の乱 暴狼 籍 が 続 くの で は と思 わ れ

た が ， そ の晩 は何 事 もな くす ぎ た。 翌 日， そ れ以 上 の 攻 撃 が行 わ れ るの を防 ぐた め に，

他 の 部族 の信 徒 達 が 大 勢救 援 に や って きた。

　 同年 の ８月 に は， ナ ー ニ ケ ンは死 亡 した兄 弟 の ２人 の妻 を 自分 の もの に しよ う と し

た。 未 亡 人 の １人 は友人 の手 引 きで 逃 げ た が ，逃 亡 を助 けた 友 人 も未亡 人 もナー ニ ケ

ン に殺 されて しま った。

３５）既 に述 べ た よ うに ， １８３６年 の Ｆａｌｃｏｎ 号 の事件 にお い て も， 同 じよ うな ナ ンマ ル キ ・ナー ナ

　 ワと ワ シ ャー イの 対 立 があ った こ とを 想 起せ られた い。

８９４



中山　 ポナペ島にお けるキ リス ト教の受 容をめぐる社会変化

　 ナ ー ニケ ンは キ リス ト教 に加担 す る者 は殺 す と脅 して お り， 人 々は ナ ー 二ヶ ンを恐

れ て教 会 に近 づ か な くな った。 Ｓｔｕｒｇｅｓは次 の よ うに述 べ て い る。

　 「ナーニケ ンは私が これまで知 っているなかで最 も自暴自棄の人 間の １人だと思 う。どん

な些細な ことで も，彼 の意志 に背 くことは危険である。我々に加わる者 は誰でも殺すとい っ

て いたのは，集会に参加 させ ないためだけの脅 しだと考えていた。今 や，彼は殺人を犯 し，

我 々の教会を焼き払 ったのだか ら，人 々が我 々の下へや ってこないと し亡 も，憶病な異教徒

を責 めることはで きない １［ＣＲＡｗＦ’ｏＲＤ　ａｎｄ　ＣＲＡｗＦｏＲＤ　 １９６７：１５２－１５３よ り引用］。

　１８５７年 に島 を去 ったＤｏａｎｅ が １８６５年 に ポ ナペ で の布 教 活 動 に復 帰 し， 島民 の 教 育

に よ り力 が注 が れた 。 ナ ー 二 ヶ ンの 放 火 で教 会 を失 った キ チ ー に も，教 会 と学校 を兼

ねた建 物 が つ く られ た 。 しか し， １８６８年 に Ｓｔｕｒｇｅｓ はマ タ ラニ ー ムの オ ア に移 り， キ

図 ３　 キ チー の ナ ーニ ケ ンの 家 族 （異 教 徒 の首 長 とキ リス ト教徒 の妻 ） （［Ｍ Ｈ　 ｌ　８８４］ よ り）

　 キチ ー の ナ ーニ ケ ンの Ｎａｎａｕａ　ｅｎ　Ｍ ｕｔｏｋは ， ポ ナペ の伝 統 的 な服 装 を し，右 の 耳 たぶ に パ イ

プを 挾 んで い る。 彼 は酒 好 きで， 教 会 に放 火 した 。

　 妻 の Ｍ ｅｒｉ－Ａｎ （Ｍ ａｒｙ　Ａ皿 ）の 父 は，　Ｆａｌｃｏｎ号 の 船 員で ポ ナペ 島 に留 ま った Ｊａｍｅｓ　Ｈａｄｌｅｙ，

母 はキ チ ー の ナ ンマ ルキ の 娘で あ った 。彼 女 は最 初 ナ ーニケ ンの Ｎａｈｎｋｕ （１８５２年 宣教 師 が 到 着

した時 の ナ ー ニケ ンで ， １８６４年 死 亡 す る直 前 信 徒 とな った） と結 婚 したが ， 死別 後 ， 後任 の ナ ー

ニ ケ ン，Ｎａｎａｕａ　ｅｎ　Ｍ ｕｔｏｋ と再婚 した 。

　 まん 中 に い るの は ，Ｎａｈｎｋｕ と Ｍ ｅｒｉ－Ａｎの 間 にで きた 子供 で ，　Ｈｅｎｒｙ　Ｎａｎｐｅｉとい う。Ｎａｎｐｅｉ

は後 に ポナ ペ最 大 の実 業 家 とな り， ス ペ イ ン統 治 下で アメ リカ人 宣 教 師が 追 放 され た あ と， プ ロ

テ ス タ ン ト信 徒 の指導 者 とな った 。 Ｎａｎｐｅｉの 妻 とな った の は， ポ ナペで 最 初 に 改宗 した フ ィ リ

ピ ン出身 の Ｎａｒｃｉｓｓｕｓ　Ｓａｎｔｏｓの娘 Ｋａｒｏｌａｉｎで あ る。
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チ ー の教 会 は島 民 の執 事 の手 に委 ね られ た。 Ｓｔｒｕｇｅｓが キチ ー を去 った 後 ， ナ ー ニ ケ

ンは Ｓｔｕｒｇｅｓの家 と教 会 の 敷 地 を悪 名高 い ア メ リカ人 の交 易 業 者 ，　 Ｂｅｎ　Ｐｅａｓｅ に譲

り渡 した 。

　 キ チ ー の ナー ニ ケ ンに対 す る人 々の恐 怖 は ，次 第 に薄 らいで い った 。彼 は あ い かわ

らず飲 ん だ くれ て い た が ， キ リス ト教 徒 の 数 が増 え， 必要 な場 合 に はナ ー ニ ケ ンに対

して もあ る程 度 の 力 を発 揮 で き る まで にな った こ とが 明 らか にな る につ れ ， ナ ー ニ ケ

ンの残 虐 性 が 薄 れ て い った か らで あ る。 １８６６年 まで に ，ふ つ う “Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒｙ　Ｐａｒｔｙ”

と呼 ばれ て いた キ リス ト教 徒 達 は，異 教 徒 の首 長 の攻 撃 か ら身 を 守 るた め に ，一 種 の

同盟 ，信 徒 集 団 を結 成 す る ことを 話 し合 って いた 。 首 長 の権 限 は他 の部 族 に は及 ば な

か った け れ ど も，部 族 の境 界 を越 え た全 島 的規 模 で の集 団 が信 徒 達 に よ って形 成 され

っ つ あ った の で あ る。

　 「平 民 はか つ て常 に いわ れ て い た よ うな ，首 長 に祭 宴 を行 い， 獣 の よ うに死 ん で い

くだ けの 存在 で は な い」 ［ＣＲＡｗＦｏＲＤ　ａｎｄ　ＣＲＡｗＦｏＲＤ　 １９６７：１５５］ とい う新 しい考

え方 が人 々の間 に育 って きた 。 こ う した動 き に対 す る首 長 達 の 反 応 は様 々 で あ った 。

マ タ ラニ ー ムの ワシ ャー イの よ うに ， この新 しい動 きを 自 ら導 い て い こ うと した 者 も

あ り， マ タ ラニ ー ムの ナ ンマル キや キ チ ーの ナー ニ ケ ンの よ う に， こ う した 動 き に反

対 しそれ に戦 う ことが で き る と考 え た者 もいた 。 との両 極 の 間 を 揺 れ 動 いて いた の が

ジ ョカ ー ジの 「王 」 （ジ ョカ ー ジの 最 高 首 長 で あ る ワ シ ャー イ の こと と思 わ れ る） で

あ った 。

　 ジ ョカ ー ジ の王 は キ リス ト教 に 関心 を示 し，教 会 の礼 拝 に も時折 出席 して いた 。 し

か し１８６９年 頃 に は， 宣 教 師 の Ｄｏａｎｅ と ジ ョカ ー ジの 王 の 間 に対 立 が 生 じ て い る。

Ｄｏａｎｅ が平 民 に対 して よ り多 くの 関心 を 払 い ， 王 にへ つ らわ な か った こと が原 因 で

あ る。 あ る 日， Ｄｏａｎｅ が王 に安 息 日 に教 会 に来 るか とた ず ね る ζ， 王 は教 会 で祈 薦

を させ て も らえ るか と聞 き 返 した。 これ に対 して Ｄｏａｎｅ は， 王 は一 夫 多 妻 を して い

るの で ，す べ て の 罪 を 侮 い 改 め イ エ ス ・キ リス トの教 えを 受 け入 れ るまで は ，信 者 と

な る こ と も祈 濤 をす る こ と もで きな い と答 え た。 王 は 自分 よ り位 の低 い信 者 達 が 教 会

の 集会 で祈 疇 し説 教 が で き るの に， 王 た る 自分 が で きな い とい う こ とに怒 って いた 。

王 は首 長 国 と教 会 の両 方 で 最高 の地 位 を 占 あ た い と望 ん で お り，彼 は平 民 が 自分 よ り

上 に立 つ こと を容 認 で きな か っ た ので あ る。 ジ ョカ ー ジの 王 は， こ う した 王 の 権 利 を

宣教 師 に よ って 否 定 され た こ とへ の 不 満 か ら，酒 を飲 み ，信 者 の娘 を さ らって 妻 に し

た ［Ｍ Ｈ （Ｄｏａｎｅ、 １８７０：２８３－２８４］。この よ うに，ジ ョカ ー ジの 王 は，キ リス ト教 に引

か れ つ つ も，王 と して の特 権 を捨 て 去 る こ とが で きず ， キ リス ト教 に改 宗 しな か った。

　 １８７０年 ６月 ， ギル バ ー ト諸 島で 殺 され た ハ ワイ人 の 伝 道 師 の 事 件 と， ポ ナペ の キ

．８９６



中山　 ポナペ島にお けるキ リス ト教の受容をめ ぐる社会変化

図 ４　 ジ ョカ ー ジ の宣 教 師館 （１８６９年 頃） （［Ｍ Ｈ　 ｌ　８７０］ よ り）

　１８６７年 キチーか らジ ョカージへ移 った宣教師の Ｄｏａｎｅ一家が住んでいた。 屋根は椰子の葉で

葺かれて いるが，後 に板葺きに変え られた。 この家の 「島民の部屋」 に島民 が朝夕の礼拝に訪 れ，

夜は ランプの下で本を大声を出 して読んだ。

前方 にあるのはパ ンノキ，左手の港にとま って いるのはアメ リカ ン ・ボー ドの帆船 ，Ｍｏｒｎｉｎｇ
Ｓｔａｒ号，右手 に見えるのは島民 の教会であ る。

チ ーの 教会 の土 地 が交 易業 者 に売 却 され た 事 件 とを 調 査 す る た あ ， ア メ リカ の軍 艦

Ｊａｍｅｓｔｏｗｎ 号 が ミク ロ ネ シ アに 派遣 され た 。

　 Ｊａｍｅｓｔｏｗｎ 号 の Ｔｒｕｘｔｏｎ艦 長 は， ポ ナペ 島 を 一 周 し，す べて の部 族 の首 長 達 と以

下 の よ うな 内容 を も りこん だ条 約 を と り結 ん だ 。

「難破 した船員の援助と保護。

宣教 師の布教活動の 自由と島民の教会の集会への参加 の自由の保障。

外国人 に正規に売却 された土地の権利 の保障。

在住す る，あるいは交易のために来 島 した外国人の財産 の安全の保障。

逃亡船員を匿 うことのｉ禁止」 ［Ｔｈｅ・Ｆｒｉｅｎｄ　１８７０：１０２］。

　Ｔｒｕｘｔｏｎ 艦 長 は ジ ョカ ー ジの王 に奪 った娘 を返 す ご どを 命 じ， キチ ーの ナ ー ニ ケ

ンに は交 易 業 者 に転 売 した 教 会 の 土地 の返 還 を約 束 さ せ た ３６）。 宣 教 師 達 が抱 え て い

た 問題 は Ｊａｍｅｓｔｏｗｎ 号 の寄 港 で す べ て解 決 され た 。 ポ ナ ペ 島民 は， ア メ リカ の軍 艦

によ って ，宣 教 師 の 活 動 が公 認 され保 護 を与 え られ た こ とを ， 目の 当 り に 目撃 した 。

３６） ポナペの伝統的な土地所有 の慣習では，人 々は首長か ら土地 の使用の権ｉ利を認 められるが，

　居住地を離れて よそへ移ればその土地の権利を失 った。また，土地を恒久的に譲渡す るという

　慣 習はなか った。 したが って， ナーニケ ンが，Ｓｔｕｒｇｅｓが去 ったあ との土地を交易業者に譲渡

　 した ことは慣習に則 っていた。
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　 　 信 徒 の 増 大 か ら首 長 の 改 宗 ヘ

　 ナ ンマ ル キ の反 対 をお しき って， ず っ と キ リス ト教 の 信 仰 を 続 け ，信 徒 達 の リー ダ

ー と見 傲 され て い た マ タ ラニ ー ムの ワシ ャー イ ，Ｈｅｚｅｋｉａｈ は１８７２年 に死 亡 した。 ワ

シャー イ とい う高 位 の 首 長 の 支持 な しに は， 信 徒 集団 が弱 体 化 す る こ とは 明 白で あ っ

た。 しか も，後 継 者 と 目 され て いた 首 長 は， 信 徒 で な い ば か りか ，信 徒 に異 教 の儀 礼

を強 要 した り して ， キ リス ト教 年 韓 反 対 の 立 場 を と って いた 。 信 徒達 は ，彼 が ワ シ ャ

ー イ とな れ ば
，非 常 に困 難 な事 態 が生 ず るの で はな い か と恐 れ て い た。

　 Ｓｔｕｒｇｅ＜は信 者 達 を召 集 し集 会 を も った。 この集会 で信 徒 集 団 の 長 （ｃｉｖｉｌ　ｈｅａｄ） と

して の Ｈｅｚｅｋｉａｈ の 後継 者 に信 者 の 一人 を選 出 した 。 数 日後 ， ナ ンマ ル キ が新 しい

ワ シ ャー イ に任 命 した者 は， 信 徒達 が心 配 して いた異 教 徒 の首 長 で揖 な く，彼 らの代

表 で あ った ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　 １８７３：２３０］。 ナ ンマ ル キ も無 視 で きな い ほ ど ，信 徒 集

団 は強 力 な 存 在 とな って いた 。 ナ ンマ ル ギ は 自 己の不 利 を悟 り， この 地 域 の キ リス ト

教 徒 に は権威 を 押 しつ け る こ と をせず ， 彼 らの 自由 に させ た。 キ リス ト教 信 者 の推 す

者 が ワシ ャー イ に就任 した こ と に よ り，信 徒 達 は首 長 制 とま っ こうか ら対 立 す る必 要

が な くな り， キ リス ト教 と伝 統 的 な首 長 制 度 は共 存 す る こ とが可 能 とな った。

　 １８７３年 に は Ｓｔｕｒｇｅｓは，信 者 達 が マ タ ラニ ー ムの 住 民 と領 土 の半 分 以 上 を 掌握 して

　 　 　 　　 図 ５　 マタ ラニーム，オアの教会 （１８７８年頃）（［ＭＨ　１８７９］よ り）

右手遠方の家 は宣教師館。まん 中は石造の教会。左側は学校の建 物。丸屋根には鐘がつ りさげ

られている。図 には描かれていないが，少年 と少女 のためにそれぞれの寄宿舎があった。
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い る と述 べ て い る。 しか し， Ｓｔｕｒｇｅｓ は 「権 威 と所 有 権 の 欠 如」， す な わ ち私 有 財 産

の制 度 が 確立 され て いな い こ とが， 依 然 と して 布教 活 動 の 障 害 とな って い ると考 え た 。

　 「妻，子供，土地，財産は皆の ものであ って， しか も誰 のものでもない。 こう した状態で

は， ものごとを改善 しよ うとか，なにかを手に入れよ うとい う意欲 はほとんどお こらない」

［ＭＨ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）　　１８７４：２５３］。

　 伝 統 的 社 会 は キ リス ト教 徒 の生 活 に な じまな い と宣 教 師 は考 えて ， 伝 統 的社 会 の改

革 を企 て た 。Ｓｔｕｒｇｅｓ は， これ ま で ポ ナペ に存 在 して い た唯 一 の 法 律 は，慣 習 と首 長

達 の意 向 で あ って ， これ に よ って首 長 達 は私 利 を肥 して い る と考 えた 。そ こで ， マ タ

ラニ ー ム の ７つ の地 区 か ら １人 ず つ ， 立派 な人 物 を捕 吏 （ｓｈｅｒｉｆｆ） と して選 出す る こ

とを勧 告 した 。 そ して選 出 され た 捕 吏 （キ リス ト教 徒 で な い 者 もいた ） に， さ らに各

地 区 か ら １人 ず つ の 議員 （ｌａｗ－ｍａｋｅｒ）を 選 ば せ た。 これ ら ７人 の 議員 は ， 高 位 の首

長達 と共 に法 律 を つ くる立 法 機 関 を構 成 した。

　 この立 法 機 関 が 成 立 させ た法 の １つ は， す べて の 人 にそ こに家 を建 て て住 む とい う

条 件 の下 に土 地 を 与 え ると い う自営農 地 法 （ｈｏｍｅｓｔｅａｄ　ｌａｗ）で あ った。

　「この法は， この地での最大の悪一 一種の社会主義であ り， これは土地や財産を個 々人

に固定させ ようという我 々のすべての努力をま った く無 にす るもので あ った一 を根底か ら

打ち砕 く，人 々が最 も必要 とする革新的なものであ った」［ＭＨ （Ｓｔｕｒｇｅｓ） １８７４：２５３］。

　 マ タ ラニー ムの キ リス ト教 徒 は，伝 統 的 な首 長 制 に縛 られ な が ら も，擬 似 共 和 制度

を も った。 各 地 区 で は， そ の地 域 に関 す る裁 判 が行 わ れ た ら しい。 マ タ ラニ ー ムの シ

ャパ ラ ップ （Ｓａｐｗａｌａｐ）地 区 で は・出 向 い て きた 共 和 国 の 議 長 （ｈｅａｄ　ｏｆｔｈｅ　ｒｅｐｕｂｌｉｃ）

の ワ シ ャー イの 下 に ， 教 会 に関係 しな い事 柄 ， 例 え ば 土地 で の労 働 ， 個 人 同士 また

は近 所 との紛 争 な どの 問題 がす べ て持 ち込 ま れ， 判 断 が下 され た ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）

１８７４：２１０］０

　 １８６４年 の ナー ニケ ンの死 亡以 来 ， 有 力者 の支 持 のな か った キチ ー で は ， こ う した 民

主 制 の導 入 は困難 で あ った 。 しか し， 島 の 北 部 で は， あ る程 度 の 成功 を お さ 砕た ら し

い。 １８７６年 ，宣 教 師 の Ｌｏｇａｎ３７》は Ｋｅｎａｎ （今 の コ ロニ ア） か ら， そ の地 め 警 察 の

様 子 を次 の よ うに報 告 して い る。 約 ２か 月 前 ，酒 の うえで の 喧 嘩 で １人 が死 亡 した 。

島 民 達 は Ｋｅｎａｎ で 集会 を開 き， これ に は ２つ の 部族 （ジ ョカ ー ジ と ネ ッ ト） の ほ と

３７）Ｌｏｇａｎ はオ バ ー リ ン大 学 を 卒業 し， １８７４年 か ら １８７９年 ま で ポ ナ ペ で 布 教 に従 事 ， そ の後 モ

　 ー トロ ック諸 島へ 移 った 。彼 の布 教活 動 につ いて は Ｌｏｇａｎ ［１８８４］を参 照 。
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ん どの 高 位 の 首 長 と多 くの一 般 の 人 々 とが 出席 した 。 この集 会 で， 首 長達 は秩 序 の維

持 の た め に約 ５０人 の人 々を任 命 し，酒 に反 対 す る運 動 にの りだ した。 この 警 察 隊 は，

１人 の高 位 の首 長 を リー ダ ー と して ， 酒 の製 造 を監 視 して ，不 節制 を チ ェ ック して い

る。 ま た警 察 は， 姦 通 」盗 み ・戦 争 な どで有 罪 の者 を逮 捕 して 良 い仕 事 を して い る。

これ らの こ とは， 島 の 北 部 で 法 と秩 序 の た め に と られ た 最 初 の 行 動 で あ る ［Ｍ Ｈ

（Ｌ・ｏｇａｎ）　　１８７６：３１０－－３１１］。

　 宣 教 師 の 推 進 した実 験 的 な 民 主 的 政 体 は土 地 改 革 と同様 に最 終 的 に は成功 しな か っ

た。 土 地 や 称 号 を与 え貢 納 を受 け取 る権 利 に根 差 す 首 長 の権 威 は，１８７０年 代 に も依 然

と して 存 続 して い た。 キ リス ト教 はポ ナペ 島民 自身 の 政 治 的制 度 の枠 組 の 中 で の み受

け入 れ られた ［ＨＥＺ肌 　 １９８３：２４６－２４７］。

　 ア メ リカ ン ・ボ ー ドは，伝 道 師 の人 材 も活 動 の資 金 の 調 達 も，外 国か らの 援 助 に頼

らず に島 民達 自身 で まか な え る自立 的 な教会 を ミクロ ネ シ ア に確 立 す る こ とを ，最 初

か ら目的 と して い た。 島 民 信 徒 に は，教 会 の 活 動 の支 援 の た め に献 金 や食 物 と労 働 力

の提 供 が要 求 され た。 他 島 へ の 布 教 も教 会 へ の 献 身 と して要 求 された 。 １８７１年 に はモ

キ ル （Ｍ ｏｋｉｌ）島 ， １８７３年 に はモ ー トロ ック （Ｍ ｏｒｔｌｏｃｋ）諸 島 ， １８７９年 に は トラ ック

（Ｔｒｕｋ）諸 島 ヘ ポ ナ ペ人 伝 道 師 が 派遣 された 。 ポ ナペ 人 伝道 師 は ， これ らの 島 の人 々

が キ リス ト教 へ 改 宗 す るの に貢 献 した 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 図 ６　 島 民 伝 道 師 （［Ｍ Ｈ　 １８７９］ よ り）

　 左 図 は ，Ｏｐａｔｉｎｉａ。 マ タ ラ ニ ー ムの キ リス ト教 徒 首 長 ， ワ シ ャー イ の Ｈｅｚｅｋｉａｈの 娘 で あ る 。

右 図 中 央 に座 って い るの は Ｏｐａｔｉｎｉａの 夫 の Ｏｐａｔａｉａ。 夫 妻 は １８７３年 モ ー トロ ック諸 島 へ 派遣 さ

れた 。
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　 １８７０年 代 の は じめ ， ドイ ッ の ゴ ドフ ロイ商 会 は ポ ナペ に交 易 所 を設 置 した。 この 頃 ，

経 済 の世 界 に も変 化 が お こ って いた 。以 前 の交 易 業 者 は島 民 にタバ コ，酒 ， 銃 な どを

売 って ，宣 教 師 と激 しく対 立 して いた 。 この 頃 に な る と， タ バ コや 酒 よ りも衣 類 や 家

庭 用 品 の方 がず っ と利 益 にな った。 衣 類 や 家庭 用 品 を購 入 す るの は， キ リス ト教 化 し

た 島 民 で あ るか ら， 交 易 業 者 は教 会 を 自分 達 の仕 事 の邪 魔 をす る もの とは もは や見 倣

さな くな った。 逆 に， 教 会 は島 民 を文 明化 し交 易 の仕 事 に貢 献 して い る と して ，交 易

船 の 船 長 は宣 教 師 に 出来 う る限 りの援 助 を約 束 し た ［Ｍ Ｈ （Ｄｏａｎｅ）　 １８７３：２２９］。

１８７３年 に ポナ ペ を訪 れた Ｗ ｏｏｄ は ， 彼 自身 安 息 日 に は島 民 と交 易 を しな い とい うタ

イ プ の人 間 で あ った が ， 旧来 の 不 道 徳 な ｂｅａｃｈｃｏｍｂｃｒ は急速 に減 少 し，今 は 別 種 の

白人 が 島 に住 み つ い て 島 民 と正 当な 取 引 を して い る と い って い る。 こ う した 新 しい タ

イ プ の 白人 は現 地 風 だ が立 派 な家 に住 み ，概 して真 面 目で き ちん と した 生 活 を して お

り， シ ドニ ー や サモ ア に あ る ドイ ツの 会 社 の た め に働 いて い る ［Ｗ ｏＯＤ　 １８７５：１６１］。

１８８０年 まで に ポ ナペ で は ３つ の大 きな 商 社 が 営業 して いた と いわ れ て い る。 教 会 も も

ち ろん こ う した交 易 業 者 の活 動 を歓 迎 した 。

　 １８７６年 に Ｓｔｕｒｇｃｓはキ チ ー の ナ ンマ ル キ の住 居 の あ る オ ネ （Ｗ ｅｎｅ）に最 近 つ ぐ ら

れた 教 会 を訪 れ て い る。 また ， 同年 に は， マ タ ラニ ー ム の ナ ンマ ル キの居 住 地 の タモ

ン島 に も教 会 が つ く られ た 。 マ タ ラニ ー ムの 高 位 の首 長達 の な か に は， これ まで 宣 教

師 の仕 事 に反 対 して きた 者 が いて ，今 で もまだ 数 人 は反対 して い る。 しか し最 近 ， ナ

ンマ ル キ の キ リス ト教 に対 す る態度 は軟 化 し， 遠 方 の 教会 で の 日曜 日の 集会 に も何 度

か 出席 す る よ うにな った。 住 居 の 近 くに教 会 を つ くった ら便 利 にな る との Ｓｔｕｒｇｅｓの

勧 告 に した が って，ナ ンマ ル キは タモ ンに教会 を つ く った ので あ った ［Ｍ Ｈ （Ｓｔｕｒｇｅｓ）

１８７７：２１４－２１５］。 この よ うに ， 首 長 国 の最 高 首 長 で あ るナ ンマ ル キ達 も， よ うや く

キ リス ト教 に 関心 を抱 くよ うに な った 。

表６　ポナペ島における信徒数の増加

年 教会数 信 徒 数 出 典

１８６０

１８６１

１８６４

１８６５

１８６７

１８７０

１８７３

１８７６

１８８６

２

６

８

１３

１３

　 　 ３

　 １８

　 １５４

　 １７９

　 １６１

　 ２５０

数 百 人

５００人 以 上

　 ４５１

MH [1861: 368] 

The Friend  [1861: 67] 

MH [1865: 202-203] 

Judd [1920: 48] 
Bartlett [1872: 66] 

Judd [1920: 49] 
MH  [1874:  126] 

MH [1877: 205] 

Wetmore [1886: 17]
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１８８６年 に は ポ ナ ペ島 に１３の教 会 が あ り， ４５１人 が 信 徒 と して認 め られ て い た ［Ｗ Ｅ－

ＴＭｏＲＥ　 Ｉ８８６：１７］ （表 ６参 照 ）。 同年 の お わ り頃 まで に は， ５つ の首 長 国の う ちの ４

人 の最 高 首 長 が 洗礼 を受 けた 。 残 りの １つ の首 長 国 で も，将 来 最 高 首 長 に な るで あろ

う首 長 が主 の た め に働 い て いた ［Ｍ Ｈ （Ｄｏａｎｅ）　 １８８７：２２４］。 この よ う に， スペ イ

ン によ る植 民 地 統 治 の 始 ま る直 前 に は， キ リス ト教 は ポ ナペ の最 高 首 長 達 に よ って も

受 け入 れ られ， キ リス ト教 と伝 統 的 な 首 長制 とは共 存 す る こ とが可 能 とな った。

　 １Ｖ－２．　 改 宗 ま で の プ ロ セ ス 　 　 首 長 制 と キ リ ス ト教

　　 キ リス ト教 受容 のプ ロセ ス

　ここでは，まず，キリス ト教が受容されるまでの過程を島民の視点から簡単に要約

しておこう。

　既にプロテスタント宣教師の到来以前に，ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの行動と西洋文明の圧倒

的優勢 とによって，島民の間で伝統的宗教に対する信頼が失われつつあった。特に天

然痘の流行の後，この傾向は強まった。Ｇｕｌｉｃｋ は１８５５年に，一般島民は伝統的宗教

に対して無関心で活気がないと述べている ［ＭＨ　１８５６：２８１］。 島民はキリス ト教

に関心を移すようになる。

　島民は西洋 との接触以来，優れた西洋製品の入手を望んでいた。島民はこれ らの品

物を ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの手を経て獲得 していたが，　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ入口の減少と寄港す

る捕鯨船の減少 とに伴って，西洋製品の供給源としての宣教師の役割が増大 した。首

長は ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒを使って交易を行わせていたが，平民にとっては宣教師に接近す

ることが，西洋製品を容易に手に入れる方法であった。天然痘の流行後の島民人口の

減少で首長の臣下への統制力が弱まった ことは，“上記の平民の行動を容易にさせた。

　首長は最初は西洋製品の供給源として宣教師を歓迎した。 しかし，キリス ト教を受

け入れることが首長としての様々な特権を失 うことになることがわかった後は，キ リ

ス ト教に敵対的な態度をとった。伝統的な首長制度では，地位の昇進をはかり，権威

・権力を増大させようとする激 しい競合が顕著であった。宣教師の影響力の増大に伴

い，首長のなかには，宣教師や次第に増大 しつつあった信徒集団の力を利用 して，政

治的優位に立とうとする者が出現する。有力な首長の支持を得た信徒集団は，伝統的

な首長制 とキリス ト教の矛盾に悩ませ られることがな くなり，ますます発展する。

　 キリス ト教に反対する首長は苦 しい立場に立たされた。一方で，今や信徒集団は統

制できぬまでに強大となった。他方，アメリカの軍艦の来訪に見られたように，宣教
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師の活動は圧倒的な優位にある軍事力によっても支援されていた。反撃することはも

はや困難であった。 こうして異教徒の首長は袋小路へ追いつめられていった。残され

た道 は，彼自身が改宗することであった。　　　　　　　 ・

　しかし，いくら苦境に追いこまれたからといっても，キリス ト教が首長制を完全に

破壊することを意図 していたのなら，首長はそう簡単にキ リス ト教徒にはな らなかっ

たであろう。次に，キリス ト教 と首長制がどのような関係にあったかを見てみよう。

　　 首長制 と教会 組織 　　　’　　　　　 　　　　　　　　　　　 １

　まず，宣教師は首長制をどのように見ていたであろうか。アメリカン・ボードの伝

道本部主事の Ａｎｄｅｒｓｏｎ は， アメリカン・ボー ドの見解を次のように述べている。

福音が伝えられた結果 として西洋の制度が導入されることはあるかもしれないが，異

教の地にアメリカ文明の社会 ・宗教制度をそのまま再現することが布教の目的ではな

い。布教の目的は侮い改めや主イエスへの信仰をとお して，永遠の魂の救済を宣教す

ることである。だか ら，ハ ワイでの布教が民主制ではな く，立憲君主制をもた らした

ことは誤 りではないのである ［ＰＨＩＬＬＩＰｓ　 ｌ９６９：２５３］。ポナペ島で実際に布教に従事

した宣教師達も，一夫多妻やシャカオの使用などのような首長制に伴 う不道徳性や異

教的慣習，さらには首長の権力の乱用には強 く反対 し，個人主義の発達 と私有財産の
　 　 　 　 　　 　 　 　 　 　　 　 　 　 　 ゴ
尊 重 を 推進 した けれ ど も，首 長制 そ の もの の 破 壊 を意 図 す る こと はな か った。 それ と

は逆 に，彼 らは首 長 制 を あ る程度 評 価 して いた の で あ る。 例 えば ， Ｄｏａｎｅ は， ポ ナ

ペの よ うな 土 地 で は ，統 治 者 で あ る王 や首 長 を味 方 につ け る こ とは大 切 で あ る と述 べ

て い る ［Ｍ Ｈ 　 ｌ８７０：２８５］。 宣 教 師 が 推進 した共 和 制 的 体制 も ワシ ャー イ と い う高 位

の首 長 な しに は存 在 しえ ず ，首 長 制 と統合 させ る形 で 実 現 され た の で あ った３８）。

　 こ こで ，現 在 行 わ れ て い る宗 教 活 動 の観 察 か ら， 島 民 が 教 会組 織 と伝 統 的 な首 長制

度 とを ど の よ う に見 てい るか とい う こ と に触 れて お こ う。 現 在 ， ポ ナ ペ の プ ロ テス タ

ン トの教 会 に は牧 師 （ωａｈｎＰｏａ“ｒｏｎ），伝 道 師 （ｓｏｕｎψａｄａｈｋ），役 員 また は執 事 （ｓｏｕｎｋｏｈｗａ）

の ３つ の役 職 が あ る。 敬慶 な信 者 は最 終 的 に は牧 師 の位 に昇 進 す る こ とを望 み ， そ う

な るべ く努 力 して い る。 そ して ポ ナ ペ 島民 は，教 会 制 度 を 「神 様 が 一番 上 ， その 次 イ

エス ・キ リス ト，次 （外 国 人） 宣 教 師， そ して牧 師 ，伝 道 師 ， 役員 」 と い う位 階 制 と

して 考 え て い る ［荒 川 　 １９８３：１１］。 前 に述 べ た よ うに， ポ ナペ の伝 統 的 社 会 ・政 治

制 度 は位階 制 に基 づ く首 長 制 で あ る。 そ して ，現 在 の教 会 の 行 事 に お い て も， ナ ンマ

ル キや ナ ー 二 ヶ ンに対 して は，牧 師以 下 の信 徒 は特別 の敬 意 を払 って い る （例 え ば，

３８）マタ ラニームの立法機関には選挙された議員だけでな く高位の首長達 も加わ っていた こと，

　 島の北部で組織 された警察隊 も首長達の指導の下に運営 されたことを想起 されたい。

９０３



国立民族学博物館研究報告　　９巻 ４号

教会 内 で の座 席 ， 後述 す る愛 餐 会 で は最 上 の 御 馳 走 を 出す な ど）。 この よ うに， 島 民

は教 会 の制 度 も伝 統 的 な 首 長 制 の枠 組 で把 え て い る。 教 会 組 織 は伝 統 的 首長 制 度 と同

じ基 本 的 構造 を もち， 牧 師 の 上 にナ ンマ ル キや ナ ー ニ ケ ンを置 くこ とに よ って ， 伝 統

的 な 首 長 制度 と接 合 され た 。

　 首 長 制 が キ リス ト教 に適 合 す る こと がで きた も う １つ の要 因 と して ， キ リス ト教 の

神 が 「父 」 と考 え られて い る こ とが あ る よ うに思 わ れ る。

　 既 に述 べ た よ うに， 伝 統 的 な 政 治 シス テ ム にお いて は， ナー ニ ケ ンは常 に ナ ンマ ル

キの 息 子 と考 え られ ， この 擬 制 的親 子 関 係 が ２つ の系 統 全 体 に拡 大 して適 用 され た 。

ナ ンマ ル キ首 長 制 の 起 源 伝 承 にお け る ナー ニケ ンの よ うに， ナー ニ ケ ン系統 の者 に は，

一 般 の人 々 が順 守 しな け れ ば な らな い行 動 規 範 を侵 犯 す る こ とが 許 され て いた
。例 え

ば ， ナ ー ニ ケ ン系 統 の 者 はナ ンマ ル キ系 統 の 者 に冗談 を言 った り， い た ず らをす る こ

とが で きた。 父 で あ る ナ ンマ ル キに対 して は， 息 子 の こ う した 行 為 を寛 大 に許 す こ と

が 要 請 され て い た。

　 現 在 の ポ ナ ペ 島 に お いて も， 平 民 は服 従 しな か った り， 怠 惰 で あ った り，常 に悪 い

こ とば か り して ， ナ ンマ ル キを 困 らせ て い る と い う観 念 が存 在 す る。 そ して ， ナ ンマ

ル キ に は，首 長 国 ＝ｍｕｎｉｃｉｐａｌｉｔｙ の す べ て の住 民 を 彼 自 身 の 「子 供 」 と見倣 して ，

寛 大 な愛 情 を も って 人 々に 接 し， 困窮 者 に は援 助 の手 を さ しの べ る こ とが 期待 され て

い る ［ＨｕＧＨＥｓ　 １９７０：１６６，１８３］。 ナ ンマ ル キ に対 して ， 人 々を導 き， 進 むべ き正

しい 方 向 を指 し示 す 寛 大 な 「父 親 」 とい うイ メ ー ジを ， ポ ナペ 島 民 は抱 い て い るの で

あ る。 キ リス ト教 の神 につ い て は こ こで 詳 し く述 べ る必 要 はな く， 人 間 は皆 罪 深 い存

在 で 父 な る神 の慈 悲 に よ って 救 わ れ る と い うこ とだ け で十 分 で あ ろ う。 す な わ ち 「ナ

ンマ ル キ ：臣下 ＝父 ：子 」 の 関 係 は 「神 ：人 間 一父 ：子 」 の関 係 と符 号 す るので あ る。

　 こ こで ，既 に述 べ た， 伝 統 的 な 首 長制 度 にお いて ，首 長 は神 ・死霊 と入 間 の間 に介

在 し， 首 長 は人 間 に対 して 神 ・死 霊 を代 表 し， 神 ・死 霊 に対 して 人 間 を代 表 した とい

うこ とを 想起 され た い。 ナ ンマ ル キ は神 性 と首 長 制 の代 表 者 と して ， 肉 体 を与 え られ

た 神 の ご と くに扱 わ れた 。 彼 は人間 で あ る ばか りで な く，神 で も あ った。 す な わ ち，

状 況 に応 じて ， 「［神 ：ナ ンマ ル キ］：［臣下 ］」， あ るい は 「［神］：［ナ ンマ ル キ ：臣 下］」

とい う関係 で 把 え られ て い た 。 キ リス ト教 にお いて ， イ エ ス ・キ リス トは 「神 の 子 」

で あ る と と もに 「子 な る神 」 で あ る。 ポ ナペ の ナ ンマ ル キ の立 場 は， イ エ ス ・キ リス

トの こ う した 立 場 と対 応 す る。 「ナ ンマル キ」 とい う言 葉 は， ポナ ペ 島 民 に よ って ，

一 般 的 に 独立 国の 最 高 首 長 に対 して も， 例 え ば 英 国 国王 を イ ギ リス の ナ ンマ ル キ と い

う よ う に， 用 い られ る が， 島 民 が 「イ エス様 は世 界 の大酋 長 （ナ ンマ ル キ）」 と思 っ

９０４



ｏ

中山　 ポナペ島におけるキリス ト教の受容をめぐる社会変化

ている ［岩村　１９８０：１５２］のは，上記のような理由にもよるものと推測される。

　 この他にも教会制度が首長制の要素を取 り入れている例がいくつかある。例えば，

首長への祭宴が行われる集会所 （襯廊）では男女は土間を隔てて左右 に分かれて 座る

が，教会内での座席も同様に，通路を隔てて男女 は左右に分かれて座 っている。 こう

した教会内での座 り方は，キリス ト教の布教が開始された当時か ら島民達自身で決め

たものである。 さらに， 首長に対 して催す祭宴 （ｋａｍａｄｉＰｗ）の慣習は， 現在のポナ

ベ島の教会において最低毎月 １回， 日曜日の礼拝の後に開かれ る愛餐会 （ｋａｍａｄｉｐω

ｓａｒａωｉ）として採り入れられている。 そして，教会の献金が首長への貢納と同 じ性格

をもつものと考えられることがある。今でも島民はより高い位を求めて最上のヤム芋

や豚をナンマルキや高位の首長に差 し出し，自分達は粗末なもので我慢することがあ

る。あるインフォーマントは，「与うるは受 くるよりも幸なり」といった聖書 の教 え

は，現在でもナンマルキに貢納が行われることの正当化の １つの根拠 となっていると

言っており，この点でもキリス ト教と首長制は相互に補強 しあっている。

　　 キ リス ト教 の 「神 」 と伝 統的 な神 ・精霊

　ここでキリス ト教 とポナペ島の伝統的宗教 との関係について述べておこう。

布教にあたったアメリカ人宣教師は必ず しもポナペの伝統的宗教を根絶すべきもの

と考えなかった。む しろ彼 らは，首長制度に対す るのと同様に，ポナペ島の異教に対

して もある程度の評価を与えている。

例えば，Ｇｕｌｉｃｋは伝道を開始 してからまだまもない頃，次のように言っている。

　 「ポナペ島の異教は精霊 とい う形態をとるものなので，我 々が彼 らに 『神 』が聖霊である

ことを教える ことには，それ ほど困 らない。聖霊への信仰 の正当性 と必要性 を教えねばな ら

ぬ多 くの宣教師 と較べると，我 々は困難が少ないと思 う」 ［ＭＨ　１８５６＝２８０－２８１］。

　ポナペで２５年間布教に従事 したあとで，Ｓｔｕｒｇｅｓは伝統的宗教を見直す必要性を次

のように明瞭に述べている。

　 「我 々がこれ らの人 々の宗教 的信仰 を認め ることは，我々にとって大 いに有利とな る。異

教精神は無神論 よりもはるかに教化 しやすい。あ らゆる物に神を見る異教徒 は，神 の必要を

感 じない者 よ りも，宣教師に とってはよ り希望の もてる人 間である。我々はこれ らの人 々の

宗教的な思考 と慣習を多いに学ばねばな らぬ。彼 らの信仰や崇拝を決 して非難 してはいけな

い。 ……異教 の神への崇拝を弱あて も，我 々には何の得 るところもない。 『神』 とは誰であ

るか， 『神』にはどこで出会えるかを示す ことだけで， 我 々は異教徒に真の 『神』を礼拝す

る ことを説得できる」［ＣＲＡｗＦｏＲＤ　ａｎｄ　ＣＲＡｗＦｏＲＤ　 ｌ９６７：７４－７５］。
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また ， 別 の と ころで も以 下 の よ う に語 って い る。

　 「キ リス ト教の宣教師の仕事は異 教を』掃 してそ こにま った く新 しい何かを作 りあげるこ

とではな く，既 にそ こにある宗教を改めることである。その良 い所を残 し，それを基礎 と し

て築 きあげよ。彼 らは，我 々と同 じように，殺人，姦通 ，盗み，嘘を嫌 う。そ して彼 らは神

の観念 らしきものを もって いる。彼 らの宗教の観念を破壊 した り，疑 った りしよ うとして は

な らない。 我 々が 『神』 にまみえるように， 彼 らに真の ｒ神』を示 し， 『神』にはどこで ど

のようにして 出会え るか， どのように 『神』を 崇拝 し本当に仕 えることができるのかを示

せ」 ［ＣＲＡｗＦｏＲＤ　ａｎｄ　ＣＲＡｗＦｏＲＤ　 １９６７：２２０］。

　 それ で は， ポ ナ ペ 島民 は キ リス ト教 の 「神 」 を どの よ うに見 て いた の で あ ろ うか。

　 キ リス ト教 の布 教 が開 始 され た 当 時 ， ポ ナ ペ島 民 は， キ リス ト教 の 「神 」 を 彼 ら

の 伝 統 的 な枠 組 の 中で 把 え て い た 。 例 え ば ， ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ が 「神 」 を 「外 国 の精

霊 （ｅｎｉ　ｅｎ　ｗａｉ）」 と訳 す こ とが あ った ら しい し３９）［Ｍ Ｈ （Ｇｕｌｉｃｋ） １８５６：２９０；ＢＬＩｓｓ

１９０６：４３］， あ る高 位 の 首 長 は 「精 霊 の １人 は神 と， も う １人 の精霊 は キ リス トと同

一人 」 と理 解 して いた ［Ｍ Ｈ （Ｇｕｌｉｃｋ）　 １８５６：２８２］。 そ して 現 在 で も， 多 くの島 民

は キ リス ト教 の 「神 」 を ポナ ペ の空 の神 Ｄａｕｋａｔａｕ や 氏族 の神 々 と同 じよ うに 考 え

て い る。 例 え ば Ｗ ａｒｄ ［１９７７：２７２］．によ れ ば， あ るイ ンフ ォ ー マ ン トは次 の よ うに

言 って い る。 「宣教 師 が や って 来 る前 には Ｄａｕｋａｔａｕ とい う神 が いた 。 この 神 はナ ン

マ ル キが 祭 宴 で座 る場所 の後 の 柱 の 上 にい て， 監 視 して お り， ナ ンマル キ に加 え られ

た 侮 辱 に は処 罰 を与 えた 。今 で は キ リス ト教 の 『神 』 が高 位 の首 長 を見 守 って い る」。

この よ う に，現 代 の ポ ナペ 島 民 は キ リス ト教 の 「神 」 が ナ ンマ ル キ を守 護 し支持 して

い る と考 え て い る。 階 層 的 な社 会 秩序 を支 え る家 族 の 精霊 に対 す る信 仰 と， 道徳 的 な

「神 」 で あ るキ リス ト教 の教 え は一一・ｔｗす る と，’人 々 は考 えて い る ［Ｗ ＡＲＤ　ｌ９７７：２７４］。

さ らに， 宣 教 師 は道 徳 的 教 え の基 礎 と して 十 戒 を 用 い た が， 安 息 日 を順 守 す る とい っ

た 道 徳 的 な教 訓 は 「新 しいタ ブ ー」 と して 容 易 に受 け入 れ られ た 。 そ れ ら は同 じよ う

に き び しい伝 統 的 な タ ブ ー に と って代 り， 容 易 に伝 統 的 な社 会 ・宗 教 構 造 に適 合 した

［ＪＩＭＭＹ　　ｌ　９７２＝５５］。

　 キ リス ト教 が受 容 されて も， 伝 統 的 な神 々へ の 信 仰 は完 全 に は破 壊 され な か った。

現 在 ， 伝 道 に従 事 す るポ ナペ 人 牧 師 は， 島民 の キ リス ト教 の受 容 の過 程 につ い て次 の

よ うに言 って い る。 ポ ナ ペの 精霊 は聖 書 に記 され て い る悪 霊 と見 倣 され た 。 キ リス ト

教 の教 え は古 い秩 序 の構 造 の 上 に接 木 された だ けで あ った。 キ リス ト教 の 「神 」 を受

３９） しか し， この ことは， そのように言 った ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒに島民がキ リス ト教の 「神」 はポナ

　 ペの精霊や神 とは違 うのではないか と反問 した とい う文脈で述べ られている。

９０６



中山　 ポナペ島におけるキ リス ト教の受容をめ ぐる社会変 化

け入 れ た こ と は， 自動 的 に古 い 神 が死 ん だ こ と を意 味 しな い。 古 い神 は放 棄 さ れ たの

で はな くて 置 き換 え られた の で あ る ［ＪＩＭＭＹ　 ｌ９７２：５４］。

　 １８５５年 ， Ｇｕｌｉｃｋ が 礼拝 を行 って い る時 に ， 島 の若 者 が 隣…の家 で銃 で 自殺 す る とい

う事件がおこった。 この若者は死の直前まできちんとした服装で礼拝に季加しており，

自殺の原因はわからなかった。Ｇｕｌｉｃｋはなにかの悪霊のせいだろうζ島民に言 った。

Ｇｕｌｉｃｋ がその場を去 った後， 島民の間で，他の者にも害が及ばないように悪霊を宥

めた方が良いという意見と，悪霊を拘束 してもらうことをキリス ト教の 「神」に祈ろ
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ユ

う とい う意 見 と に分 か れ た とい う ［Ｍ Ｈ 　 １８５６：２８１］。 す で に， この時 か ら， ギ リス

ト教 の信 仰 と伝 統 的 な 悪霊 の概 念 を併 存 させ よ う とい う動 きを 見 る ことが 出来 る。

現在 の ポ ナ ペの状 況 につ いて ，Ｗ ａｒｄ は，伝 統 的 な精霊 た対 す る信 仰 は整理 され て ，

死 者 の精 霊 を除 く大 地 や 海 に住 む数 多 くの 精霊 は Ｎａｈｎｓａｈｗｉｎｓｅｄ と呼 ば れ る マ ング

ロ ーブ の 沼 に 住 む悪 霊 に よ って代 表 され るよ うにな り， Ｎａｈｎｓａｈｗｉｎｓｅｄ は ポ ナペ の

サ タ ン と考 え られ て い る とい う。 そ して ， キ リス ト教 の 「神 」 が生 者 の世 界 を 支 配 す

るの に対 し，Ｎａｈｎｓａｈｗｉｎｓｅｄ は死 者 の 世 界 を 支配 す ると見 倣 され て い る。ＬＷ ａｒｄ は，

Ｎａｈｎｓａｈｗｉｎｓｅｄ と い う精 霊 を他 の精 霊 達 の 犠 牲 の 上 に登 用 した こ とは ， キ リス ト教

の 二 元 的世 界 観 へ の適 応 で あ る と同時 に， ポ ナ ペ の伝 統 的 信 仰 を精巧 な形 に仕 上 げ る

ことで ， そ れ を保 持 す る こと を可 能 に した と言 って い る ［Ｗ ＡＲＤ　 ｌ９７７：　２７４－－２７：５］。

　 キ リス ト教 の 「神 」 は ＣＣＫｏｈｔ”（英 語 の Ｇｏｄ か らの 借 用 語） と して 受 け入 れ られた 。

と同時 に， ポナ ペ の伝 統 的 な精霊 は聖書 に登 場 す る悪霊 と見 倣 され る こ とで ， い わば

聖 書 に よ って 「公 認 」 さ れた 存在 とな った 。 島 民 の 意 識 の 中 か ら，伝 統 的 な精 霊 が排

除 され る必 要 はな くな り， キ リス ト教 の 「神 」 と共 存 す る こと が可 能 とな った ので あ

る。 ポ ナ ペ の 医療 法 を調 査 した Ｗ ａｒｄ は ， 現 在 の ポ ナ ペ にお い て は， 薬 あ効 力 を強

め るた め な ど に は キ リス ト教 の 「神 」 の力 が求 め られ ，競 争相 手 の呪 術 ゑ ら身 を守 り，

邪 術 に対抗 す るた め に は親 族 集 団 （ｌｉｎｅａｇｅ）の精 霊 に訴 え る こ とが多 い と言 って い る。

つ ま り， ポナ ペ 島 民 は キ リス ト教 の 「神 」 と親 族 集 団 の 精霊 の両 方 を信 じて お り， こ

れ らを体 系 化 す るよ り も，区 画 化 （ｃｏｍ ｐａｒｔｍ ｅｎｔａｌｉｚａｔｉｏｎ） して い る とい う ［Ｗ ＡＲＤ

１９７７：２７７］。

　 こ う して ， 教 会 組織 が 首長 制 度 に接合 され た よ うに， キ リス ト教 の 「神 」 は 至上 の

神 と して ，伝 統 的 な 神 々の世 界 に受 け入 れ られ て い った の で あ る。
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Ｖ ． お わ り に

　本稿においては，西洋人との接触の始まった１８２０年代のおわりより，スペイン統治

の始まる１８８６年までの間に，ポナペ島に生 じた社会変化を記述 した。そして特に，島

民がどのように状況を認識 し，どのように思考 し，どのように対処 してきたかを出来

る限り明 らかにしようと努めてきた。

　Ｆａｌｃｏｎ 号を襲撃 した首謀者が処刑 されたり，米軍艦 によって条約の締結が 強要さ

れたりして，確かに外国か らの圧力はある程度存在 した。 しかし，との外部からの圧

力は，後の諸外国による植民地体制下のそれと較べれば，軽微なものであった。本稿

で扱った期間のポナペ島民は依然として行動の自由をかなりの程度維持 していた。

　ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒが活躍 した時期も，　Ｔｈｏｍａｓ　Ｂｏｙｄのような例外を除けば， 島民は

ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒを島社会に同化させ，島民首長の統制の下に交易にあた らせた。 島の

産物は島民の労働に依 るところが多 く，島民の自発的な協力なしには，西洋人の交易

は困難であった。こうした交易における島民の積極的役割は，しばしば見すごされて

いる。

　キリス ト教への改宗 も，単に宣教師によって強制されたなどということではなかっ

た。既に述べたように，それは島民間での政治的覇権をめぐる抗争，そして島民，宣

教師，交易業者などの間での相互作用による複雑な過程に由来するものであった。 し

たがって，この時期の島民のキリス ト教の受容は，必ず しもキリス ト教の教理を完全

に理解した上での回心ということではな く，島民の政治的 ・経済的目的に応 じて選択

された行為であったのである。改宗は，変化する世界に対処 していく島民の努力のな

かで，利点があると思わなければ生 じなかった。このために，スペインによる統治が

はじまるとすぐに，一部のプロテスタント教徒はスペイン政府に近つ くためにカソリ

ックに改宗 し，両派の間で 「宗教戦争」が発生 したのであった。これは実のところ，

「宗教」という名を借 りた政治的抗争であった。

　西洋との接触によって受けた影響のなかで，特に西洋製品の導入と伝染病による人

口減少という２つのことが，ポナペ島社会に大きな意味をもった。本稿で扱った時期

に生 じた社会変化は，こうした状況に対するポナペ島社会の適応の過程であったとい

えよう４０）。

　ポナペ島の首長は ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒを しばしば養子として扱い，伝統的な社会 システ

４０）現在のポナペにおける人 口と政治的抗争 をめ ぐる葛藤の解 消 （この場合 は人口の増加 に起 因

　する字の分裂であるが）の興味深い事例を Ｐｅｔｅｒｓｅｎ［１９８２］に見ることができる。
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ムの 中 に組 み こん で交 易 に あた らせ た 。 そ して ， ポ ナ ペ島 民 は， キ リス ト教 を 彼 らの

社 会 ・文 化 構 造 （首 長 制 ） に適合 す る形 で 受 け入 れ た。 この 結 果 ， ポ ナ ペ 島の 首 長 制

度 は， 若干 の変 容 を生 じな が ら も基 本 的 に は維 持 され た 。 す で に この時 期 に見 られ る

首 長 制 度 の 適 応 力 は， 後 の 植 民地 体 制 下 で も遺憾 無 く発 揮 され た。 特 に戦 後 の ア メ リ

カ行 政 下 にお いて ，政 治 と経 済 の ２つ の分 野 にお い て大 きな 変 革 が 生 じた。 １つ は選

挙 に よ る民 主 主 義 的 な政 治 制 度 の導 入 で あ り， も う １つ は， ア メ リカ政 府 に よ る莫 大

な金 額 の 資 金 援 助 に伴 う貨 幣 経 済 の浸 透 で あ る。 この こ とにつ いて は， 既 に Ｈｕｇｈｅｓ

［１９７０］， Ｄａｈｌｑｕｉｓｔ［１９７４］，　Ｆｉｓｃｈｅｒ［１９７４］ らが 言 及 して お り， 筆者 も こ う した 状

況 に対 す る首 長 制 の適 応 の プ ロ セス を別 の と ころ で簡 単 に論 じた こ と が あ る ［中 山

１９８０ｂ］の で ， こ こで は述 べ ない が ， ポナ ペ 島 の首 長 制度 は位 階 の シス テ ムを用 い て

これ らの変 化 に も驚 くほ ど見 事 な 適 応 力 を示 した 。 前 に 引用 した ０’Ｃｏｎｎｅｌ の言 葉

にあ った よ うに， ポ ナ ペ 島民 は本 質 的 に進 取 の気性 に 富 み ， ポ ナペ 島 の 首 長制 は い か

な る状 況 にお いて も巧 み に適 応 して きた。

　 これ まで 述 べ て きた ， ポ ナ ペ島 社 会 にお け る社 会 変 化 の性 格 を よ り一 層 明 確 に理 解

す るた め に は， 今後 ， 隣…の コ シ ャ エ島 の事 例 との比 較 研 究 が必 要 で あ る と思 わ れ る。

ポナ ペ 島 と コ シ ャエ 島 とは ，高 度 に発 達 した 首 長制 ， 複 雑 な敬 語 の使 用 な ど， 多 くの

社 会 ・文 化 要 素 を共 通 に も って い る。 この な か に は， カ ヴ ァ飲 用 の習 慣 や 巨大 な石 造

建 築 遺 跡 の 存 在 な ど， ミク ロネ シ ァで は この ２つの 島 だ け に見 られ る特 徴 もあ る。 そ

して ，西 洋 との 接 触 を め ぐる状 況 も， ポ ナ ペ とコ シ ャエ で はほ ぼ 同様 で あ った。 ポ ナ

ペ で も コ シ ャエで も１８２０年 代 の おわ り に西洋 と初 めて の接 触 が生 じて 以 来 ，捕 鯨船 の

寄港 が あ り，１８５２年 に は宣 教 師 が 同 時 に来 島 した 。 西 洋 との接 触 に よ って病 気 が流 行

し， 島 民人 口が減 少 した こ と も同 じで あ る。

　 しか しな が ら， コ シ ャエ 島 で は ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒの存 在 は厳 しく制 限 さ れ， １８５０年 ポ

ナペ に は １５０人 もの ｂｅａｃｈｃｏｍ ｂｅｒが い た の に ， コ シ ャエ に はた った の ４人 しか い な

か った 。 コ シ ャエ島 民 は白 人 に頼 らず 自 ら西 洋人 との 交 易 を行 った４１）。 そ して， キ リ

ス ト教 を受 け入 れた 後 ， 首 長 へ の貢 納 を廃 止 し， つ い に は首 長制 度 そ の もの まで 自 ら

の手 で 葬 って しま った 。 同 じよ うに キ リス ト教 に 改宗 しな が ら ２つ の島 填 社 会 で は，

この よ う に大 きな相 違 が 生 じた。 お そ ら く， ポナ ペ 島 で は ５つ の互 い に競 合 す る首 長

国 が存 在 した の に対 して ， コ シ ャエ で は １人 の首 長 に よ って全 島 が 統 治 され て い た こ

と， さ らに コ シ ャエ 島 の首 長 はポ ナ ペ 島 の首 長 よ り も強大 な権 力 を も って い た こ とな

４１） ミク ロネ シァ の パ ラオ ， ポナ ペ，

　 Ｈｅｚｅｌ［１９７８］が 指摘 して い る。

コ シ ャエで ｂｅａｃｈｃｏｍｂｅｒ が 異 な る役 割 を果 した こ とを
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どが 関係 して い る と思 わ れ るが ， この問 題 を解 明 す る こと は今 後 の 課 題 と し，稿 を改

めて 論 ず る こ とに した い４２）。

追 記

　 本 稿 脱 稿 後 ，Ｄａｖｉｄ　Ｈａｎｌｏｎ の “Ｇｏｄ　Ｖｅｒｓｕｓ　Ｇｏｄｓ　：Ｔｈｅ　Ｆｉｒｓｔ　Ｙｅａｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｍ ｉｃｒｏｎｅｓｉａｎ

Ｍ ｉｓｓｉｏｎ　ｏｎ　Ｐｏｎａｐｅ，１８５２－１８５９．” （Ｊｏｕｒｎａｌ　ｏｆ　ｐａｕｆｃ　Ｈｉｓｔｏｒｙ，　Ｖｏｌ．１９（１），　ＰＰ・４１－５９・１９８４） と い

う論 文 を 読 む機 会 を 得 た。

　 この 論文 は， 未公 刊 の 宣 教 師 の記 録 を用 い て ，１８５２年 か ら１８５９年 まで の状 況 を 詳 し く記 述 して

い る。 ＨａｎＩ・ｎ の 論文 は ほ とん どが 記述 的な もので あ る が ，彼 が結 論 と して， 「ポナ ペ島 の文 化 は，

外 国か らの 影響 を まず 手 懐 づ け ，そ れ か ら操 作 す る戦 略 を 発達 させ た 。 ア メ リカ の宣 教 師 との初

期 の接 触 も，外 部 の世 界 の 新 し く便 利 な資 源 を 受 け入 れ るこ とで ポ ナ ペ の文 化秩 序 を維 持 して い

くとい う長 年 の 編入 の プ ロセ スの 一 つ の例 で あ る」 と言 って いる こ と は， 本 稿 の 結論 と も一 致 し，

筆 者 も賛 成 で あ る 。 た だ し， Ｈａｎｌｏｎの 結 論を 導 くプ ロセ スが 性急 で ， も っと詳 しい 説 明 が必 要

で あ る と思 われ る。

　 広 島大 学 の清 水 昭俊 氏 は， 本稿 の初 校 を読 んで ，貴 重 な コメ ン トを 下 さっ た。 ま た， ポ ナペ語

の 表記 や そ の片 仮 名 表記 につ い て もお教 え下 さ った。

８５９頁 に， ナ ンマ ル キ 系 統 の 者 を ｓ・ｈＰｅｉｄｉ と記 述 した が ， ナ ーニ ケ ン系 統 の ｓｅｒｉｈｓ・に対 を な す

語 と して は ，清 水 氏 が 御指 摘 下 さ った よ うに， ｏｌｏｉｓｅ（王 た る者 達， 高 貴 な る者 達 ） の語 の 方 が適

切 で あ った 。５０〃ρ８溜 とい う語 は ， ナ ンマ ル キ系 統 の者 だ けで な く，ナ ーニ ケ ン系 統 の 高位 者 を も

含 あ て用 い られ る こ とが あ り， 多 義 的に 使 用 され て い るか らで あ る。

　 筆 者 は， 神 と人 間 との媒 介 者 的地 位 を 占め る とい う点 で ， 首 長 と キ リス トとが 対応 す る こ とを

述 べ た が， この首 長 の媒 介 者 的地 位 に関 して は， 清水 氏 が既 に， “Ｃｈｉｅｆｄｏｍ　ａｎｄ　Ｓｐａｔｉａｌ　Ｃｌａｓ・

ｓｉｆｉｃａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｉｆｅ－Ｗ ｏｒＩｄ：Ｅｖｅｒｙｄａｙ　Ｌｉｆｅ，　Ｓｕｂｓｉｓｔｅｎｃｅ　ａｎｄ　ｔｈｅ　Ｐｏｌｉｔｉｃａｌ　Ｓｙｓｔｅｍ　ｏｎ　Ｐｏｎａｐｅ”

（Ｍ ａｃｈｉｋｏ　Ａｏｙａｇｉ（ｅｄ．），　Ｉｓｌａｎｄｅｒｓ　ａｐｄ　Ｔｈｅｉｒ　Ｏ　ａｔｓｉｄｅ　Ｍｌｏｒｌｄ，　Ｃｏｍ，ｍｉｔｔｅｅ　ｆｏｒ　Ｍ ｉｃｒｏｎｅｓｉａｎ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ，

Ｓｔ．　Ｐａｕｌ’ｓ （Ｒ．ｉｋｋｙｏ）Ｕｎｉｖ．，１９８２，　ＰＰ．１５３－２１５） とい う論 文 に お いて ， 祭宴 を 頂 点 とす る政 治 経

済 と空間 認 識 （コスモ ロ ジー） の 詳細 な 分 析 か ら， 指摘 して お られ る。 そ して， 清 水氏 は， こ う

した首 長 の 地位 は， 伝 統 的 宗 教観 念 が キ リス ト教 そ の他 の影 響で 衰微 した後 も， 祭 宴 ｃｏｍｐｌｅｘ

を 通 して保 存 され， この点 に ポナ ペ の首 長 制 の強 さ （適 応 力 ） が あ る こ とを御 教 示 下 さっ た。

　 筆 者 は， Ｗ ａｒｄ や プ ロ テス タ ン トの ポ ナペ 人牧 師 の Ｊｉｍｍｙ の論 文 な どに拠 って ， ポ ナペ の 伝

統 的 な 精霊 が 聖書 に登 場 す る サ タ ンや悪 霊 と見 傲 され た こ とを 述べ ， この こと が キ リス ト教 が ポ

ナペ 島民 に受容 され た 一 つの 要 因 とな った こ とを 指摘 した。 と ころで ， 現在 の ポ ナペ 島民 は， プ

ロ テス タ ン ト教徒 とカ ソ リック教徒 とに ほぼ二 分 され て い る。 筆者 の調 査地 は ，マ タ ラニ ーム の

プ ロテ ス タ ン ト地 域 で あ った。 清 水 氏 は キチ ー の カ ソ リック地 域で 調 査 され た が， 清 水氏 は， そ

４２） Ｉｌｍ ａ　Ｏ，Ｂｒｉｅｎ が ‘‘Ｃｕｌｔｕｒａｌ　Ｃｏｎｔｉｎｕｉｔｙ　ａｎｄ　Ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　ｉＤ　ｔｈｅ　Ｅａｓｔｅｒｎ　Ｇａｒｏｌｉｎｅｓ：Ａ Ｓｔｕｄｙ　ｏｆ

　 Ｉｎｔｅｒａｃｔｉｏｎ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｌｓｌａｎｄｅｒｓ　ａｎｄ　Ｃｈｒｉｓｔｉａｎ　Ｍ ｉｓｓｉｏｎａｒｉｅｓ　ｉｎ　Ｐｏｎａｐｅ　ａｎｄ　Ｋｏｓｒａｅ” とい う Ｐｈ・

　 Ｄ・論文 を ， １９８０年 に オ ー ス トラ リアの Ｌａ　Ｔｒｏｂｅ大 学 に提 出 して い る ことを 知 り，　 Ｌａ　Ｔｒｏｂｅ

　 大 学 の Ｂｏｒｃｈａｒｄｔ　Ｌｉｂｒａｒｙ に問 い合 わ せ た が， 著 者 の希 望 によ り１９８５年 １０月 まで は公 開 で きな

　 い との知 らせ を受 けた 。 こ のた め残 念 な が ら， 本 稿 に 関連 す ると こ ろが 多 い と思 わ れ る この 博

　 士 論文 を 参 照 す る こ とがで きな か った 。
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こでは，「伝統 的な ｅｎｉは善悪 とりあわせて今 なお生 きてお り，『神 ：サタン：：神 （キ リス ト教）：

精霊 （伝統 的）』 とい う図式は成立 しないよ うに思 う」 と御教示下さった。

　 よく知 られているように，伝統的な宗教 に対する寛容の度合において，プロテスタ ン トとカソ

リックの間 には相違 がある。そ して，キチーは，ポナペ の他の地域 とは若干異なる方言を話 して

い る地域で もある。 キチーのカソ リック地域での事 例は，宗派の相違による ものなのか，あるい

は，言語 と同 じように文化の側面 において も地域差 を考慮 しなければな らないのか，この点につ

いては，今後機会を得 て究明 したいと思 う。

　清水氏の御厚意に深 く感謝申 し上げたい。
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