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家屋 の建 築 ・修 復 に 関 す る伝 統 的 知 識 と技 術

　　 一 ミクロネシア ・エラー ト環礁の場合

杉 藤 重 信*

Traditional Knowledge and Techniques of Building on 

     Elato Atoll, Caroline Islands, Micronesia

Shigenobu  SUGITO

   This paper describes the application of traditional knowledge 
in the building and in the repair and reconstruction of buildings on 
Elato Atoll, Caroline Islands, Micronesia. The paper consists of three 

parts; (1) typology of buildings, the process of building, and the 
system of measurement; (2) repairing and reconstruction of buildings; 

(3) and specific, traditional knowledge, called rong. 
   Buildings on Elato Atoll are usually constructed differently accord-

ing to function and purpose. Three basic types are distinguished 
 locally  : imw, fale, and mwaluumw. The imw category includes the 

dwelling house, spirit house, menstruation house, and delivery house; 

fale denotes the canoe house and meeting house; and mwaluumw 
mainly refers to the cooking house. 

    The Elato measurement system used in building construction 

plays important roles in determining the sizes of the buildings as well 
as in the constituent parts, such as longitudinal tie-beams, tie-beams, 
ridge-pole, king-posts, and rafters. Measurement is mainly based on 
the "halving system", especially important being (1) the  length* of 
longitudinal tie-beams, (2) the ratio between longitudinal tie-beam 
and tie-beam, (3) the ratio between tie-beam and king-post, and (4) 
intervals in laying rafters. 

   The traditional knowledge applied to building repairing and 
reconstruction is called rongolibaang. It permits a small group of 

people to quickly reconstruct a building without taking it entirely to 
pieces. This knowledge deals with six major parts of the building; 
supporting-posts, longitudinal tie-beams, tie-beams, rafters, ridgepole, 
and the whole roof.

*甲 南大学文学部,国 立民族学博物館共同研究員
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   Two types of knowledge are locally  distinguished;  reepiy (common 
knowledge) and rong (closed knowledge which is kept by a specific 
membership and concerns the spirit,  yalius). This rong is esoteric 
knowledge and is considered to be handed down directly from yalius. 
It is inherited according to specific rules. 

   Since 1954, Elato has been Christianized and indigenous beliefs 
have declined. Most traditional knowledge has also been forgotten. 
However, this particular rongolibaang is the one of the few elements that 
still remains, since it is technically  effective and useful in the daily 
life of the islanders.

1.は じめに

1・ 本稿 の目的

　2.調 査地の概要

3・・言語と表記

4・ 調査方法

正 家屋の構造

1.エ ラー ト環礁 の家屋

2.家 屋の構造

3.用 材

皿.家 屋の類型

1.機 能に もとつ く類型

2.屋 根構造 にもとつ く類型

　3.壁 構造 と土台構造にもとつ く類型

N.家 屋 の建 築 と計 測 法

1.建 築

2.計 測法

V.家 屋 の修 復

　1.　 三 種i類のrongolibaang

　 2.補 助 材

　3.　 rongolibaang

W.伝 統 的 知 識 とその 変 容

　 1.　 rongとreepiy

　 2.rongの 社会 的 意 味

　 3.伝 統 的 知識 の変 容

皿.お わ り に

1.　 は 　じ 　め ・に

1.本 稿 の 目 的

　本 稿 は,ミ ク ロネ シ ア ・中央 カ ロ リン諸 島 の エ ラー ト環礁(Elato　 Atol1)に お け る

家 屋 の 建築 お よ び修 復 に関 す る伝 統 的知 識 につ い て,民 族 誌 的記 述 を お こな う こと を

目的 と して い る。 本 稿 は3つ の部 分 か らな って い る。 ま ず,(1)エ ラ ー ト環 礁 の家 屋

につ い て そ の概 要 お よび 類 型 を略 述 し,家 屋 の 建築 過 程 お よ び家 屋 建築 の た め の計 測

法 につ い て のべ る。 つ ぎに,(2)エ ラ ー ト環 礁 に お け る家 屋 修 復 の 技 術 につ い て のべ

る。 最 後 に,(3)エ ラ ー ト環礁 に お け る伝 統 的 知識 の観 点 か ら家 屋 に 関す る知 識 につ

い て 考 察 す る。
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　 ミク ロ ネ シア に お け る家 屋 研究 は これ まで 比 較 的 す くな く,物 質 文 化 につ いて の研

究 や民 族 誌 の一 部 と して と りあ つ か わ れた 場 合 が お お い1)。'し か し,最 近,家 屋 につ

い て詳 細 な報 告 が うまれ て い る[杉 本 　 1980:175]。

　 西 カ ロ リン諸 島 の ヤ ップ 島 の家 屋 につ い て,詳 細 な報 告 が あ る[小 林 　1978]。 こ

れ は ヤ ップ島 の 家屋 を 日本 に移 築 す る さい,そ の構 造 お よ び建 築 の過 程 を 詳 細 に 調査

し,記 録 した もので あ る。 くわ え て,ヤ ップ 島 に お け る家 の住 ま い方,建 築 の さ い の

儀礼,お よ びヤ ップ 島 に お け る各 種 の家 屋 につ いて の 比 較 を お こな い,ミ ク ロネ シア

の 他 の地 域 の家 屋 との構 造 比 較 を こ こ ろみ て い る。

　 トラ ック諸 島 の ウ ー ト(カ ヌ ー格 納 庫 ・集 会所)に つ い て も,詳 細 な 報 告 が あ る

[浅 川　 1980]。 これ は,ト ラ ック諸 島 トル 島 の フ ァウバ 遺跡 の公 園化 に と もな って 同

遺 跡 内 に ウ ー トが 建 築 され る こと に な り,報 告 老 の浅 川 滋 男 が そ の現 場 にた ちあ い,

ウ ー トの建 築 過 程 につ い て記 録 した もの で あ る。 トラ ック諸 島 に お いて,す で に伝 統

的 な 建築 様 式 の建 物 は絶 滅寸 前 と な って お り,そ れ ゆ え この 報告 は伝 統 的 な 建 築 技 術

を 後 世 に つ た え るた め に そ の過 程 を 刻 明 に 記 録 す ると い う目的 も にな って い る。 トラ

ック諸 島 の伝 統 建 築 に関 して,そ の分 棟 型 式 や方 位,平 面 型 の変 遷過 程 な どに つ いて
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 9

もふ れ て い る。

　 本 稿 で と りあ げ るエ ラー ト環 礁 の家 屋 に 関 して は部 分 的 に これ ま で い くつ か 報 告 が

な され て い る。 入 手 した か ぎ りで は,最 初 の 資 料 は ドイ ッ の 「SUdsee-Expedition

1908-1910」 の さ い,隊 員 のP.Humbruchが エ ラー ト環 礁 に しば ら く滞 在 し,報 告

した もの で あ る[KRAMER　 1937]。 そ の な か で家 屋 に関 して は,妻 び さ しの部 分 が 円

1)ド イ ッ統 治 時 代(1898-1918)に お け る ミク ロネ シア 研 究(こ こで は 中央 力Pリ ン諸 島周 辺

にか ぎ る)で は,1908年 か ら1910年 にか けて お こなわ れ たS丘dsee-Expeditionの 成 果 が 重 要

で あ る。 トラ ック諸 島 につ いて はK晦mer[1932]お よび トラ ック離 島 につ い て はDamm　 and

Sarfert[1935]が あ る。 ま た,中 央 カ ロ リン諸 島 の ラモ トレ ック環礁 お よび エ ラー ト環 礁,ウ

ォ レア イ環 礁,フ ァイ ス島 に つ いて はKrdrner[19371が,イ フ ァ リク環 礁,エ ウ リ ピッ ク環

礁,フ チ ャイ ラ ップ環 礁,ソ ロール 環 礁,ユ リシー環 礁 につ い て はDamm　 et　al[1938]が あ

る。 これ らの研 究 は いず れ もそれ ぞ れ の 島 じまの民 族 誌 の 作 成を 志 向 して お り,家 屋 にか ぎ っ

て いえ ば,そ の 報 告 は家 屋 の部 分 名 称 や住 まい 方 な どの点 に か ぎ られて い る。 そ のほ か,ド イ

ッ統 治 時 代 の成 果 と しては,1912年 頃 トラ ック諸 島 を調 査 したBollig[1927]が あ る。

　 日本統 治時 代(1918-1945)に は,ひ ろ く ミク ロネ シア全 体を 渉 猟 した報 告 が うまれ て い る。

ミク ロ ネ シア の島 じまの 民 族誌 をめ ざ した 松 岡[1943]お よ び民 具 な ど の物 質 文化 に関 して は

染木[1945]が あ る。 これ らの 場合 も ドイ ッ統 治 時代 と同 じく,家 屋 に 関 して いえば 不 十分 な

もの に とど ま って い る。 そ の ほ か,第 一次 世 界 大戦 開 戦 後 ま もな く日本 は ミク ロネ シアに進 駐

した さい,そ の お もな 島 じま の調 査 を お こない,報 告書 を 出版 して い る。 そ の ひ とつ にMa-

tsumura[1918]が あ る。 これ は衣 食 住 に 関す る もの で あ るが,家 屋 に つ いて は,そ れぞ れ の

島 につ い て わず か 数頁 つ つ の 報告 に とど ま って い る。

　 ア メ リカ統 治時 代(1945-1981)に つ い て は,家 屋 に関 して 言 及 の あ る もの に,イ フ ァ リク

環 礁 の 民族 誌 で あ るBurrows　 and　 Spiro[1970]お よ び トラ ック諸 島 の 物質 文 化 研究 で あ る

LeBar[1963,1964]が あ る。
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錐 形 を な して い る点[KRAMER　 1937:84--86]お よ び,家 屋 名 を あ げ て い る[KRA-

MER　 l937:30-31]。 染 木 　煎 は,連 絡 船 が エ ラ ー ト環礁 に一 時 寄 航 した さ い,島 の

風 俗 や 家 屋 に つ いて 観 察 して い る。 か れ は,エ ラ ー ト環 礁 の家 屋 は ヤ ップ式 の六 角平

面 を も ち,土 壇 は な く,平 地 に丸 石 を な らべ,サ ンゴの 破 片 を敷 きつ めて建 て られて

い る との べ て い る[染 木　 1945:407]。W.　 Alkireは エ ラー ト環 礁 に3週 間滞 在 し,

お も に ラモ トレ ッ ク環 礁 と の関 係 に つ い て調 査 して い る[ALKIRE　 l965]。 家 屋 に

つ いて は,住 居配 置図 と家 屋 名 を あ げ て い る のみ で あ る[ALKIRE　 1965:156]。

　 本 稿 は,エ ラ ー ト環 礁 の家 屋 お よび そ の 建築 につ い て,ミ ク ロネ シア の最 近 の 家屋

研 究 の傾 向 にな ら って で き るか ぎ り詳 細 な 民族 誌 的 記 述 を お こな い,ミ ク ロ ネ シア に

お け る家 屋 研 究 を よ り進 展 させ るた め の 資 料 とな り うる こ とを 期 して い る。

　 つ ぎ に,ミ ク ロ ネ シア の 家屋 研 究 にお い て は,家 屋 の建 築 にか か わ る報 告 は数 多 く

存 在 す る が,家 屋 の修 復 に 関す る もの につ い て は詳 細 な研 究 が 皆 無 に近 い。 わ ず か に

イ フ ァ リク環 礁 の民 族 誌[BuRRows　 and　 SPRIo　 1970]が 家 屋 修復 の技 術 に つ いて

若 干 言 及 して い る。 そ こで と りあげ られ て い る の は,柱 の交 換 ・桁 の交 換 ・屋 根 の 復 原

お よ び それ に使 用 され る補 助材 につ い て で あ る[BuRRows&SPIRo　 1970:65-68]。

しか しな が ら,そ れ は 調査 期 間 中 に観 察 され た もの に と ど ま って お り,家 屋 修 復 に関

す る技 術 全 般 に わた る もの で は な い。 そ こで,本 稿 で は,エ ラ ー ト環 礁 に お け る家 屋

修 復 に 関す る知 識 の全 容 に つ い て,で き るか ぎ り詳細 な記 述 を お こな う。

　 最 後 に,エ ラー ト環礁 に お け る家 屋 修 復 に 関 す る 伝 統 的 知 識(rongolibaang)は,

rongと い う知 識 の カ テ ゴ リー に ふ くまれ る。　rongに か か わ る知 識 につ い て は,エ ラ

ー ト環礁 の周 辺 の 島 じま に お け る例 が これ まで い くつ か報 告 され て い る。 す な わ ち,

伝 統 的 宗 教 と の 関連 にお いて,ト ラ ック諸 島 の民 族 誌[BOLUG　 l927]お よ び イ フ ァ

リク環 礁 の 民 族 誌[BuRRows　 and　 SPIRo　 l970]がrongに 言 及 して い る。 ま た,

トラ ッ ク諸 島 の例 と して は,家 屋 や カ ヌ ー など の物 質 文 化 研 究 との 関 連 でron9に 言

及 した もの[LEBAR　 l　963,1964],文 化価 値 と の 関 連 でrongに 言 及 し た も の

[GAuGHEY　 1977],お よび 財 産 の 概念 や親 族 組 織 との 関連 でrongに 言 及 した もの

[MuRDocK　 and　 GooDENouGH　 l947]が あ る。 ま た,サ タ ワル 島 の例 と して は,

rongに つ い て概 説 した もの[石 森 　 1980J,数 占い につ い て 詳 述 し た もの　[石森

1979],お よび伝 統 的 航 海 術 につ い て 詳 述 し た も の[秋 道 　 1980a,1980b,1981a,

1981b,須 藤 　 1979b,1980a]が あ る。 本 稿 で は,こ う した 報 告 を ふ ま え,　rongに

つ いて あ き らか に し,家 屋 の建 築 お よ び修復 に 関す る知 識 を 例 に してrongの 変 容 に

つ い て若 干 の考 察 を くわ え る。
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図1　 マ リアナ諸島およびカ ロリン諸島の部分図

図2　 エ ラ ー ト 環 礁
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2.調 査 地 の 概 要

　 筆 者 が 調 査 を お こな った エ ラ ー ト環 礁 は,カ ロ リン諸 島 の ほ ぼ 中央 にあ り,北 緯7

度27分30秒 か ら7度31分30秒,東 経146度8分30秒 か ら146度11分30秒 にか けて 位 置 す

る。

　 エ ラ ー ト環 礁 は,サ ンゴ礁 上 の4つ の小 島 と2つ の礁 湖 か らな る。 住民 が居 住 す る

の は環 礁 の 北東 端 に位 置す る周 囲約3キ ロメ ー トル の エ ラー ト島 で,人 口は96名(19

79年6月 現 在),内 訳 は男 子47名 女 子49名 で あ る。

　 エ ラ ー ト島 は,北 方 に お お き くふ くらん だ弧 状 を な して お り,礁 湖 に面 した 側 は砂 浜

で,外 洋 に 面 した側 は造 礁 サ ン ゴが あ らわ に な って い る。 エ ラ ー ト島 の 最高 点 は標 高

約4メ ー トル で外 洋側 にあ り,礁 湖 の側 は全 体 に 低 い 。 島 の 中央 部 に は周 囲1キ ロ メ

ー トル ばか りの 湿 地 帯 が あ り
,タ ロ イ モ(wot:Colocasia　 esculenta,　bulag:C]rtosPerma

chamissonis)の 栽 培地 とな って い る。 島 の そ の ほ か の 部 分 は,コ コヤ シ(1iu:Cocos

nacPtera),パ ンノキ(mai:ArtocarPus　 spp.)な ど の有 用 樹 にお お わ れて い る。

3、 言 語 と 表 記

エ ラ ー ト環 礁(以 下 エ ラー トと略 記 す る)の 人 び との もち い る エ ラ ー ト語 はオ ス ト

ロ ネ シア語 族 に属 す る言語 で あ る。 エ ラ ー ト語 は

そ の うち ミク ロネ シ ア諸語 に属 す る トラ ック言語

群 にふ くま れ る[杉 田 　 1981:228]。 エ ラ ー ト語

は トラ ッ ク言 語 群 の なか で も ウ ォ レア イ語 に ちか

く,音 韻 や語 彙 に お いて 若 干 こ とな る ものの 文 法

的 な 差 異 は ご くわず か で あ る[SOHN　 1975:5]。

本 稿 で は,エ ラー ト語 の 音 声 表 記 につ いてWot一

表1　 エラー ト語の音声表記(母 音)

　　 }　 　 　 　前 舌 　 　 中舌 　 　 後 舌

高 舌 　 　 i,ii　 　 iu　 　 u,　uu

中舌 　 　e,ee　 　 eo　 　 O,00

低 舌 　 　 　 　 　 a,aa　 　 oa

　 [SoHN　 and　TAwERiLMANG　 l　976]

　 によ り作 成 。

表2　 エ ラ ー ト 語 の 音 声 表 記(子 音)

両 唇 音 　 唇 歯 音 　 歯 茎 音 硬 口 蓋　　　　　 硬口蓋音
反 転 音 軟口蓋音

閉 鎖 音

鼻　　音

摩 擦 音

ふるえ音

半 母 音

　 P,PP

m,mm

mw,　 mmw

　 b,bb

W,WW

f,　ff

t,tt

n

S,SS

l

血

r

ch

y

　 k

ng,　 nng

　 9

[SoHN　 and　 TAwERILMANG　 1976]に よ り 作 成 。
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eaian　 Reference　 Grammar[SoHN　 1975]お よ びWoteaian-English　 DictionarJ[SoHN

and　 TAwERILMANG　 l976]の 表 記 法 に し た が って い る(表1,表2)。

4、 調 査 方 法

　 本 稿 に お け る資 料 は1979年5.月 か ら1980年3月 に か け て,お よ び1980年12月 か ら19

81年1月 に か け て の2度 に わ た る フ ィ ール ド ・ワ ーク で え られ た もので あ る。

　 本 稿 の 資料 の うち,家 屋 に 関す る全 般 的 な情 報 な らび に家 屋 の計 測 法 に つ い て は,

お もにSauta1氏(1979年 現 在64歳),　 Maliumai氏(1979年 現 在47歳),　 Chigwemal

氏(1979年 現在27歳)か らえ た。

　 「家 屋 修 復 の伝 統 的 知 識」 に関 して は,1979年10月 か ら1980年1月 にか け て 断続 的

にMaliumai氏 か ら教 え を うけ た。 なお,　Maliumai氏 はエ ラー トの3人 のtauba-

ang2)の うちの ひ と りで あ り,か れ の 母方 の オ ジか ら知 識 を うけつ いで い る。

　 rongは の ち に述 べ る よ うに秘 儀 性 の 高 い 知 識 で あ り,あ る特 定 の継 承 ル ー ル に よ

って のみ 習 得 す る ことが で き る。本 稿 に記 述 したrongolibaangは,そ う した伝 統 的

なル ール に した が って筆 者 が 習得 した もので あ る。 な お,rongの 継 承 法 に つ いて は

の ち にふ れ る。

　 Maliumai氏 はrongの 伝授 に さ い して,他 者 に よ る盗 み 聞 きを お そ れ,昼 間 に し

か も見 通 しの き く場所 で お こな う こと を希 望 した 。 伝 授 は お もに 口頭 で お こな われ,

筆 者 はそ れ を フ ィー ル ド ・ノ ー トに記 録 した 。 不 明 の点 は,氏 が コ コ ヤ シの葉 柄 な ど

をつ か って 立 体 的 に説 明 し,さ らに不 明 な 点 は,実 際 に建 物 に で む い て 教 え を うけ

た。

　 な お,フ ィール ド ・ワー ク の さい に は,現 地 語 お よ び英 語,日 本 語 を併 用 して も ち

い た 。

2)taubaangと は,　tau一 とbaangと か らな る語 で,　baangと は 「修 復 す る」 の意 で あ る。　tau一

と は,Woleaian・English　 DictionarJに よれ ば,「 特 定 の 分 野で の 特 別 の知 識 あ るい は 技術 を も

つ入,専 門家 」 を さす 接 頭 辞 で あ る[SoHN　 and　 TAwERILMANG　 1976:146]。 した が って,

taubaangと は,「 修復 の 知 識 あ るい は技 術 を もつ人 」 も し くは 「修 復 の専 門 家 」 と い う こと に

な る。taubaangはtaurongと よ ばれ る人 び と の う ちの ひ と りで あ る。　 taurongと は,「rong

の知 識 あ る い は技 術 を もつ 入 」 も し くは 「rongの 専 門 家 」 を 意 味す る。 しか し,　tau一 接 頭辞

のつ く人 び とが す べてtaurongに ふ くま れ るわ けで は な い。 た とえ ば,　 taufaleやtauimwは

そ れぞ れ,「 カ ヌ ー格納 庫 の保守 管 理 を す る人 」,「母 屋 の 保守 管理 を す る人 」 を 意 味す る。
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表3エ ラ ー ト の 家 屋

家 屋 名 棟高 梁間 桁行 種別 所 属

(1) 

(2) 

(3)

(4) 

(5) 
(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(10) 

(11) 

(12) 

(13) 
(14)

Latowa

Gasuereol 
(Libolirang) 
Geleisiya 

Spital 

Welipiy 
Sepal 

Metaar

Fasseour 

Lugal

Gatiyafash 

Wolippar

440 

285 

410

420 

390 

570 

380 

650 

295 

400 

410 

   ••• 

400 

400

350 

240 

330

370 

640 

440 

310 

520 

200 

300 

330 

490 

330 

270

450 

350 

720

690 

1450 

640 

700 

1080 

390 

540 

500 

730 

520 

430

 f 

 m

 f 

 f 

 m

Mo, Gw 

 Mo 

 Mo

Gw, Go, Sw 

  Gw 

  Gw, Sf 

  Gw 

  Gw 

  Gw 

  Gw 

  Gw 

  Gw

(Weligeshushu)

(15) 

(16) 
(17) 

(18) 

(19) 

(20) 
(21) 

(22) 

(23) 

(24) 
(25) 

(26) 

(27) 

(28) 
(29) 

(30) 

(31) 
(32) 

(33)

Maifash

Rugulong 

Gateopalei 

Fassefang 

Faliyap

Lugeriya

Gatiyerang 

Faligiliyaw

Lemeoluw 

Lemeoluw 

Imwepeo

Salingeluw 

Gatiyafash

380 

270 

500 

560 

340 

410 

325 

450 

360 

320 

470 

295 

280 

370 

430 

370 

400 

370 

390

320 

280 

390 

620 

250 

300 

260 

340 

250 

250 

390 

290 

180 

240 

340 

240 

280 

320 

 350

640 

430 

470 

1030 

350 

750 

380 

960 

540 

350 

700 

220 

280 

370 

900 

330 

570 

650 

630

 m 

 f 

 f 

 m 

 m 

 m 

 m 

 m

Gw 

Gw 

Sw, Sf 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sf 

 Sf 

 Sf 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

 Sw 

Gw

注1　 「種 別 」 の記 号 。

　 　 　f:faleカ ヌ ー小 屋 　 　 　i:imw　 母 屋　 　 　m:mwaluumw　 炊 事小 屋

　 　 　 s:sepalカ ヌ ー小 屋

注2　 「所 属」 の 記 号 。 出 自集 団(gailang)の 名称 で あ る。

　 　 　 Go:Geofaliu　 　 Gw:Gailengaliweleya　 　 Mo=　 Mogolifash

　 　 　 Sf:Saufalashig　 　 Sw:Sauwel

注3　 (12)の 家 屋 は 建築 途 中で 放 置 され た ま ま とな って い る。 完 成 す れ ば,鉄 筋 コ ン ク リー ト

　 　 　 の 柱 を もつ は じめ て の家屋 とな るは ず であ る。
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　 盟.家 屋 の 構 造

　 1.エ ラ ー ト環 礁 の 家 屋

　エ ラー トに お け る家 屋 に は,お お き くわ けて,制eとirnwとmwaluumwと が あ

る。faleと は 「カ ヌ ー格 納 庫 ・集 会所 」 で あ り,　imwは 寝所 で あ る 「母 屋 」,　mwalu一

　　　　　 注)家 屋の大きさは縮尺と一致しない。

図3　 住　　 居　　　配　　 置
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umwは 「炊 事小 屋 」 を さす 。 これ らは,そ の使 用 目的 に応 じて別 棟 にす る,い わ ゆ

る分棟 形 式 に した が って お り,東 南 ア ジア か らオ セ ア ニァ 島 嗅 部 に か けて 広 範 に 分布

が み られ る形 式 で あ る[杉 本 　 1977:175]。

　 エ ラー トの個 々 の家 屋 に 関 す るデ ー タ は表3に しめ した とお りで あ る。 名前 の つ け

られ て い る家 屋 は24戸 あ り,そ の うちfalcは6戸,　 imwが16戸 で,ほ か にGeleisiya

表4bugotの 構 成*

(1)Iyefang(Gateopalei)

　 gailang=Sauwel,　 Geofaliu

　 fale:17.　 Rugulong,18.　 Gateopalei

　 imw:19.　 Fassefang,20.　 Faliyap,25.　 Faligiliyaw,

　 　 　 　 28.L、emeoluw,29.　 Lemeoluw,30.　 Imwepeo,

　 　 　 　 32.Salingeluw

　 mwaluurnw:21.26.27.31.

　 人 口:男22,女20

(2)Lugeriya

　 gailang:Saufalashig

　 fale:17・Rugu16ng

　 imw:22.　 Lugeria,24.　 Gat三yerang

　 mwaluumw　 :23.

　 人 口:男2,女3

(3)Wo1三geshushu

　 gailang:Gailengaliwelea

　 fale:8.　 Metaar

'sepal:7
.　Sepal

　 imw:13.　 Gatiyafash,33.　 Gatiyafash,14.　 Wolippar

　 　 　 　 (Wollgeshushu),15.　 Maifash

　 mwalUumw:16.

　 人 口:男15,女18

(4)Lugal

　 gailang:Gailengaliwelea,　 Sauwel

　 falc:(6.)Wolipiy

　 imw=10.　 Fasseour,　 l　l.　Lugal

　 mwaluumw:9.

　 人 口=男6,女5

(5)Iyuur(1」ibolirang)

　 gailang:Mogolifash

　 fale:1.　 Latowa

　 玉mw:3.　 Gasuereol〈Libolirang)

　 mwaluumw:2.

　 入 口:男2,女3

*家 屋 名によ って示 した。 なお,家 屋名に付 した番号は

　図3表3と 対応 している。
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とよ ば れ る教 会,Spitalと よば れ る診 療 所 が あ る。 家 屋 と して は,こ の ほか 家 屋 名

のな いmwaluumwが9戸 あ る。 あ わせ て33戸 が エ ラー トの総 家 屋 数 で あ る3)。 た だ

し,仮 設 の家 屋 は計 上 して い な い。 な おGeleisiyaは ス ペ イ ン語 のiglesia(教 会)に

由来 し,Spitalは 英語 のhospitalが 語 形 変 化 した もの と の こ とで あ る。

　 これ らの家 屋 の うち,外 来 の建 築 法 に よ り建 て られた もの はSpita1お よび12.の

家 屋 だ けで あ る。Spitalは 鉄 骨 プ レハ ブ製 で,屋 根 が 集 水 装 置 とな って い る。 そ の ほ

か の家 屋 は,た とえ ば壁 材 な どに外 来 の もの がつ か わ れ て い る もの もあ るが,基 本 的

に はす べ て 伝 統 的 な建 築 様 式 によ って 建 て られ て い る。

　 エ ラー トの社 会 は母 系社 会 で あ り,生 ま れ た 子 供 の 集 団 帰 属 お よ び土 地 や酋長 位

の相 続 は,母 系 出 自集 団 で あ るgailangを 単 位 と して お こなわ れ る。 しか し,生 産 ・

分配 な ど の 日常 生 活 は,bugotと よば れ る単 位 を 中心 に い とな ま れ る。　bugotは,一

般 に 「土 地」を 意 味す る語 で あ るが,「 居住 区 」4)を も意 味 す る語 で あ る。 「居 住 区 」 と

して のbugotは,理 念 的 に は一 棟 のfaleと 一棟 のmwaluumwお よ び い く棟 か の

imwと か らな り,基 本 的 に同 一gailan9に 属 す る複 数 の家 族 が 生 活 を と もにす る単

位 で あ る。 現 在,エ ラー トに は5つ のbugotが あ る。 それ ぞ れIyefang(Gatopalei),

Lugariya,　 Woligashushu,　 Luga1,　 Iyuur(Libolirang)と 名 づ け られ て い る。 そ の配

置 につ い て は図3に,所 属 す るgailang名 ・家 屋 名 ・人 口 な ど につ いて は 表4に しめ

した。

2.家 屋 の 構 造

　 エ ラー トの伝 統 的 な家 屋 は,切 妻屋 根 を もち,両 妻 側 に は 円錐 状 の妻 び さ しが あ る。

屋 内 に は天 井 は ない 。柱 は掘 っ立 て 柱 で あ る。 棟 持 ち柱 はな く,真 東 構 造 とな って い

る。

　 母屋(imw)は 基 壇(taiif)の 上 にた て られ る。基 壇 に は,小 丘 を つ く る もの とそ う

で な い もの とが あ る。 しか し,い ず れ の場 合 もサ ン ゴの小 片(faiumwag)が まか れ

て他 と は区 別 され る。基 壇 の うち縁 石 で 境 界 を つ くる場 合 とそ うで な い場 合 が あ る。

前 者 は,直 径20-30セ ンチ メ ー トル ぱか りの 石(faiu)で 基 壇 を 区切 り,平 地 か ら 約

20セ ンチ メ ー トル 高 くな って い る。 後 者 は,た だ なだ らか な小 丘 とな って い る場 合 で

あ る。 な お,現 在 エ ラー トの森 の なか に は小 丘 が い くつ か あ るが,こ れ ら は住 居 跡 で

3)1909年 にSUdsee-Expedition　 1908-1910の 構成 員 で あ るP・　Humbruchが 報 告 した と ころで

は,当 時 の エ ラー トには26戸 の 家屋 が あ り,そ の う ち家屋 の固 有 名で 現 在 の 家屋 と照 合 で き る

の は9戸 で あ る[KRAMER　 1937:30-31]。

4)bugotの 訳 語 につ い て は須 藤[1979a=266]を 参 考 に した。
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あ り,peoisaarと よ ばれ る。 と こ ろで,　taiifば ヤ ップ語 のdefと の関 連 が か ん が え

られ る。 ヤ ップ に お い てdefと は長 六 角 形 に石 積 み した基 壇 で,家 屋 はそ の うえ に建

て られ て い る[小 林 　 1978:2]。 しか し,エ ラ ー トの 場 合,taiifに は そ う した石 積 み

は な い。

　屋 内 に は,間 仕 切 りが な く,一 間 取 りで あ る。 床 は もうけ られ ず,土 間 の まま で あ

る。 た だ し,土 間 に は コ コヤ シの葉 で 編 ん だ 敷物(teppagau)が しかれ,就 寝 時 に は

パ ンダ ナ ス(1)αndanus　spr)の 葉 で編 んだ 敷 物(giyegiy)が さ らに しか れ る。

　 伝 統 的 な家 屋 の建 築 に あ た って は ク ギを1本 もつ か わ な い。 構 造 材 は ココ ヤ シ殻 繊

維 で つ くった ロー ブ。(gologol)で しば られ るの み で あ る。 板 壁(tipaap)を もつ 家 屋

(imwtipaap)も また クギ を つ か わず,部 材 を 組 み あ わせ て 建 て られ る。

　 な お,家 屋 構 造 の部 分 名称 につ い て は,表5に しめ し た。faleお よ びimwtegile

の家 屋 構 造 お よび主 要 部 分 名 称 につ い て は 図4に,imwtipaapの それ は 図5に,そ

れ ぞれ しめす とお りで あ る◎

6〈7).

1.taliyelap桁 　 2.　goisham梁

3・siur柱4.　 ungolap棟 木

5.boot　 　 　 　 　 棟束 　 　 　 　 　 　6.　weoi　 　 　 　 　 垂木(総 称)

6(7).weoilimaat　 両端 の垂 木 　 　 　6(8).　weoiluug　 　 中 央 の垂 木

図4-1家 　 屋 　 の 　 軸 　 組
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16。

3.

1.　taliyelap桁

3.siur　 　 　 柱

5.boot　 　 棟 束

10.　meleufeoiu軒 桁

12,　ungoshig　 第2棟 木

14.　gat　 　 　 第2垂 木

2.goisham　 　梁

4.ungolap　 棟 木

6.weoi　 　 　 垂 木

11・gapangag水 平材

13・gappiliweoi下 部 水平 材

16.sogoram　 第3棟 木

図4-2家 屋 の 断 面

　 3,用 材

　 エ ラー トの家 屋 に も ちい られ る用 材 は,す べ て エ ラー ト内 に生 育す る有 用 樹 で まか

な わ れ る。 特定 の部 材 に 特 定 の種 類 の樹 木 が 用 材 と して もち い られ る。 と りわ け重 要

視 され るの は柱 材 と して 使 用 さ れ る樹 木 の 種類 の選 択 で あ る。

　 エ ラー トは サ ンゴ礁 の 島 で あ る た め に標 高 が低 く,す くな くと も居 住 地 域 にか ぎ っ

て い え ぱ,標 高1メ ー トル 未 満 で あ る。 居 住 地 域 の砂 地 を掘 る と,潮 位 に よ って 地 下

水 面 が 上 下 す る の で い ちが い に は い え ない もの の,50セ ンチ メー トル程 度 掘 る と水 分

が に じみ で て くる。 柱 は家 屋 の規 模 に よ るが,す くな く と も50セ ンチ メ ー トルか ら1

メー トル ほ どの 深 さ の穴 に,そ の下 部 が 埋 め こま れ る こ と にな る。fisifisと い って 土

中 に埋 め こむ 部 位 を焼 いて 腐 食 を ふ せ ぐよ う手 当が な され る。 しか し,た とえ ばパ ン

ノキ につ いて い え ば,柱 材 と して もち いた 場 合,耐 久 性 を欠 くと いわ れて い る。 そ

こで,柱 材 の選 定 に は と くに注 意 が は らわれ,以 下 に あ げ る 用 材 が と くに この まれ

る。
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3.

2.goisham　 　 梁 　 　 　 　 　 　 4・　ungolap　 　 棟 木

5.boot　 　 　 　 棟 束　 　 　 　 　 6・weoi　 　 　 垂 木

6(7)・weoilimaat両 端 の 垂木 　 　6(8)・weoiluug　 中央 の 垂 木

ll.gapangag　 水 平材 　 　'　 12.　ungoshig　 　 第2棟 木

13.gappiliweoi下 部 水 平 材　 　 14・gat　 　 　　 第2垂 木

16,sogoram　 　 第3棟 木

図4-3屋 　 根 　 構 　 造

　以 下 の番 号 は 柱材 と して この ん で選 ばれ る順 位 に した が ってい る5)。

(1)　 gelao(Cordia　 subcordata)6)

　 　 　心 材 が 黒変 す る ぐ らい成 長 した もの が最 良 と い う。 これ は柱 の ほか 垂 木 と して

　 　 も も ちい られ る。 また,耐 水 性 が高 い ので カ ヌ ー の用 材 と して も もち い られ る と

　 　 の こ とで あ る。

(2)　 gaingiy(Pemψhis　 acidulα)

　 　 　重 く,固 い木 で あ る。 柱 材 と して の み もち い られ る。 エ ラー トに は,gaingity

　 　 が1本 しか な く,1979年 夏 に利 用 され た た め に,当 分 の あい だ伐 採 で き る樹 はな

　 　 い。

5)用 材 の 学 名 を 同定 す る に あ た って は,[BuRRows　 and　SpiRo　 l　970][LEssA　 l　977],[SoHN・and

TAwERILMANG　 1976]を 参照 した 。 また,秋 道 智 彌 氏 か ら も助 言 を いた だ い た。

6)1934年 エ ラー トの 西 方 に位 置す る ラモ トレ ック環 礁 を お とず れ た染 木 　 煎 は,カ ヌー格 納 庫

の 柱 に ク ロガ シ(Cordia　 sabcordata)が も ちい られ,そ れ は直 径2メ ー トル ほ ど もあ った と報 告

して い る[染 木 　 1945:409]。
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TL　 goshaash　 　　 土 台(桁 行)　 　 T2.　goshashtab　 　 土 台(梁 間)

T3.　shunnelitab　 柱(四 す み)　 　 T4・shunne　 　 　 柱(桁 行)

T5.　shunnelipPing柱(梁 間)　 　 T6・tipaap　 　 板 壁

T7・peig　 　 　 　 鴨居(桁 行)　 　 T8・tab　 　 　 　 　 鴨居(梁 間)

図5imwtipaapの 壁 構 造

(3)　 yaaro(Premna　 gaudichaudii)

　　 　 大 木 に な らな い ので,お もに ち い さ な家 屋 の用 材 と して もち い られ る。 家 屋 の

　　 す べ て の部 材 と して もち い る こ とが で き るが,柱 材 と して と くにす ぐれ て い る。

(4)uut(Guettarda　 speciosa)

　　 　 固 く重 い木 で,柱 に もち い られ る以 外 に,棟 木,垂 木,桁,梁 に もち い られ る。

(5)　 ragish(CaloPhyllum　 inoPhyl1um)

　　 　 パ ンノ キ(mai)に つづ い て大木 に な る樹 木 で あ り,大 きな 材 が必 要 な と き,

　　 これ が もち い られ る。 耐水 性 が高 くカ ヌー の 船底 部 に も もち い られ る。 しか し,

　　 カ ヌー用 材 と して は重 く,そ のた め パ ンノ キ を船 底 部 に もち い る カ ヌ ーが お お く

　　 を しめ る。

(6)　 faaliyap(Eugenia　 juvanica)

　　 　 固 く重 い 木質 で,棟 木,桁,梁,棟 束 な ど の部 材 と して もち い られ る。

以上のほかに家屋の構造材としてもちいられる樹木がある。それらは,柱 材として
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表5家 屋 の 部 分 名 称

Ifaleお よ びimwtegileの 場 合

1.桁

2.梁

3.柱

4.棟 木

5.棟 束

6.垂 木(総 称)

7・ 両 端 の垂 木

8.中 央 の 垂木

9.斜 め材

10.軒 桁

11.水 平 材

12.第2棟 木

13.下 部 水 平材

14.第2垂 木

15.そ ば軒

16.第3棟 木

17.平 軒 受 部

18.軒 材

19・ 軒 水 平 材(上)

20・ 軒 水 平 材(下)

21・ 支 持 材

22.妻 び さ し垂 木

23.妻 び さ し主 材

24.妻 び さ し支 材

25.妻 び さ し支 材連 結 材

26.妻 び さ し水 平 材

27.妻 軒 受 部

28.妻 び さ し第2垂 木

29.妻 び さ し軒 材

tariyelap 

goisham 

siur 

ungolap 

boot 

weoi 

weoilimaat 

weoiluuk  

i  tibut 

meleufeoiu 

gapangag 

ungoshig 

gappiliweoi 

gat 

yaw 

sogoram 

gappiligat 

paiulmaliug 

langoliyaas 

gappilitettal 

faib 

weoilipping 

siurung 

tibolipping 

faibaltibolipping 

gapengagulupping 

gabaorolupping 

gattulupping 

paiulmaliuglipping

30・ 妻 軒水 平 材

31.小 柱

32.横 木

33.開 口部

34.引 戸

35.壁 材

36.床 材

皿imwtipaapの 場 合

Tl・ 土 台(桁 行)

T2.土 台(梁 間)

T3・ 柱(四 す み)

T4.柱(桁 行)

T5.柱(梁 間)

T6.板 壁

T7.鴨 居(桁 行)

T8.鴨 居(梁 間)

T9・ 板 引戸

T10.破 風

Tll・ 棚

tettalipping 

watitit 

gapangagilitit 

getam 

giliyeseisei 

giliyepeopeo 

teppagaw

goshaash 

goshashtab 

shunnelitab 

shunne 

shunnelipping 

tipaap 

peig 

tab 

rishig 

teppau 

keilou

皿 仕 口の 名 称(imwtipaapの 場 合)

a.継 手 溝

b・ ほ ぞ穴

c.ほ ぞ

d・ 壁 の仕 口

e・ 壁 の 仕 口

f・ 鴨居 の仕 口

9.鴨 居 の仕 口

bugobug 

ngetalishunne 

shumalishunne 

gatobolishunne 

ngiilipaap 

ngiilipeig 

 gogolalweoi

はもちいられない種類のものである。以下の番号はもちいられる頻度の高い順になっ

ている。

(1)mai(ArtocarPZts　 SPP.)

　　 　 パ ン ノキ で あ る。 ど の家 屋 を と りあ げて もパ ンノ キ が ど こか の部 材 に もち い ら

　　 れて い る。 そ の理 由 と して は,木 質 がや わ らか く,加 工 しや す い とい うこ とが 最

　　 大 の理 由で あ る。 かつ て の大 工 道 具 は,刃 物 が 現 在 の よ うに鋼 製 で はな く貝 製 で

　　 あ った た め に,な お さ ら加 工 の 容 易 さ が もっ と も重要 な性 質 で あ った。 また,パ

　　 ンノ キの 実 が 食用 に され る こ とか ら本 数 もお お く,比 較 的 入 手 しや す い と い う こ
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　 　 と も重 要 な点 で あ る。

(2)lel(・Morinda citrifolia)

　 　 　柱 と板 壁 以 外 のす べ て の部 材 に もち い られ,虫 が つ きに く く,し なや か で 強 い

　 　 と され る。

(3)s・ng(Bruguiera　gymnorrhiza)

　 　 　太 くな らな いが,ま っす ぐの び る性 質 を も って お り,柱 以 外 のす べ て の部 材 と

　 　 して も ちい られ る。 しか し,あ ま り長 持 しな い と の ことで あ る。

(4)falmosh(Pandanus　 sp.)

　 　 　柱 以 外 の部 材 に も ちい られ る。 と りわ け,十 分成 長 した タ コ の木 で あ れ ば,た

　 　 いへ ん じ ょうぶ で あ る と い う。

(5)　 liu(Cocos　 nucifera)

　 　 　十 分 成 長 した もの で あ れ ば建 築 用 材 と して も ちい る ことが で き る。 お もに,垂

　 　木 に もち い られ る。 ま た,家 屋 の建 築 や 修 理 の さい 補 助材 と して もちい られ る。

　 エ ラ ー トの家 屋 は用 材 に よ って2つ に 分 類 さ れ る。tilemaiとirawalで あ る。

tilemaiは 柱 と第2垂 木 以外 のす べ て の用 材 が パ ンノキ を もち いて つ くられ る家屋 を

意味 し,irawalは パ ン ノキ をふ くめ て 数 多 くの種 類 の 用材 に よ って構 成 され る家 屋

を意 味 す る。tilemaiと は,　tileとmaiと か らな る合 成 語 で,　 tileと はtilcngiも し

くはtittilと 同義 語 で 「割 る(板 をつ くる)」 を意 味 し,　maiは パ ンノ キ で あ る。 す

な わ ち 「パ ン ノキ を割 る(そ して 板 を つ くる)」 を 意 味 して い る。irawalと はiraと

walと か らな る合 成 語 で,　iraと は 「材 木 」 をwalと は 「森 」 を あ らわ す 。

　 と ころで,ト ラ ック諸 島 に お い て もtinemai?)も し くはwoomeiとwoow6nの2

種 の 家屋 が あ り,前 者 はパ ンノ キを 用 材 と して も ちい,柱 ・梁 ・棟 束 ・垂木 な ど に彫

刻 が ほ ど こ され 装 飾 さ れ る[浅 川　 1980:142--143;LEBAR　 l963:60,1964:108]。

エ ラー トで は,現 在 で はそ う した装 飾 を もつ 家 屋 は存 在 しな い が,か つ て は しば しば

梁 な どに装 飾 が ほ ど こ され て い た[KRAMER　 l937:87-88]。

　 エ ラ ー トの 場合,ふ る くはす くな くと もfaleに か ぎ って い えば す べ てtilemaiで

あ った 。 しか し,1958年 に エ ラー トが 台 風 に直 撃 され た さ い,tilemaiが す べ て 倒 壊

した た め,そ れ以 後 建 築 され た家 屋 は例 外 な くiraWalと な り,　tilemaiは 現 存 しな

い。

7)こ の 項 の表 記 は[LEBAR　 1963]に よ る。
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皿.家 屋 の 類 型

1.機 能 に もとつ く類 型

　 エ ラー トの家 屋 が 分 棟 形 式 を と って い る こ と は す で に の べ た 。

imwとmwaluumwの 種 類 につ いて ふ れ る。

こ こ で は,faleと

　 　 1)　 faleの 場 合(写 真1)

　 エ ラー トに お いてfaleは さま ざ ま な用 途 に も ちい られ る。 カ ヌー の格 納 庫,集 会

所,男 の作 業 場,島 外 か らの 客 の宿 泊所,病 人 が で た とき の病室 など で あ る。 そ う し

た 用 途 に もち い られ るfaleに は大 き くわ けて,　fale(狭 義)とscpa1が あ る。

　sepalと はヤ ップ 語 のsipalに 由来 し,ヤ ップ のsipa1は 波 う ちぎ わ にた て られ た

カ ヌー格 納 庫 を さ して い る。sipa1へ は カ ヌー を 陸 上 に ひ き あげ る こ とな く格 納 す る

こ とがで き る。 ま た 左 右不 同 の形 を して い るの が特 徴 で あ る[松 岡　 1943:493]。 エ

ラ ー トに お け るsepalは,ヤ ップ島 で の$ipalの よ う な構i造上 の特 徴 を そ なえ て はい

な い 。 な お,エ ラ ー トに は現 在sepalは1戸 しか な く,　sepalは 家 屋 名 と して もちい

られ る。

　faleとsepalを 比 較す ると,規 模 の点 か らす れ ば,　faleは 大 き く,　sepalは ちい さ

い とい うちが いが あ る。 しか し,カ ヌ ー格 納庫 お よ び男 の作業 場 と して の機 能 にお い

て はか わ りは ない 。 両者 が こと な る点 は,faleがgailangも し くはbugotに 所 有 さ

れ て い るの に対 し,sepa1は,む しろ個 人 が 所 有 して い る と い う点 で あ る。 そ の た め

写 真1　 fale
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に,た とえ ばfaleの 屋 根 の ふ き か え な どの必 要 が生 じた と き,エ ラー トに お け るほ か

のgailangか らの協 力を 期 待 で き るが,　sepalの 場合 は そ の個 人 の所 属す るgailang

成 員 の 協 力 しか 期 待 で きな い。 ま た,エ ラ ー トに土 地 を 所 有 し成 員 を も つgailang

はか な らずfaleを 所 有 して い るが,　sepalだ け を所 有 す る と い う こと は な い。 そ の 場

合,た とえ規 模 が ちい さ くと も 制eと .よば れ る。

　 い っぽ う狭 義 のfaleに はfaltamwolとfennapとfennepaliwaが あ る。　faltamwol

と は,酋長(tamwo1)を 世 襲 す るgailangのfaleの 意 味 で,そ の ほか のgailangの

所 有 す るfalyaramatと は区別 さ れ る。　fennapと は,　faleとlapと か らな りlapは

「お お きい 」 を 意 味す る。fennapは 規 模 の大 き いfaleを さす こと もあ るが,通 常 の

場 合 エ ラ ー トで も っ と も地 位 の た か いgailangの 所 有 す るfaleを さ して い る。 す な

わ ち,faltamwolを さ して い る。　fennepaliwaと はfennapとwaと か らな る語 で あ

り,waは 「カ ヌ ー」 の 意 で あ る。 これ は,エ ラ ー ト全 体 に かか わ る こ とにつ いて 集

会 が ひ らか れ るfaleを さす 。 な お,　 faltamwol,　 fennap,　 fennepaliwaは エ ラー トの

場合 同一 のfaleの ことを さ して い る。 これ らの語 は,名 称 が もち い られ る文 脈 に よ

って 使 い わ け られ て い る。

　 　 2)　 imwとmwaluumwの 場 合

　 日常生 活 に お いて 一般 的 に,imwと よ ばれ る と き,そ れ は寝 所 と して も ちい られ

る母 屋 を さ して い る。 しか し,imwが 他 の 語 と結 び つ い て合成 語 を つ くる と き,さ

ま ざ まな機 能 を もつ 家 屋 を さす こと に な る。imwは4つ の カ テ ゴ 」リー に区 分 され る。

す なわ ち,imw(狭 義),　imwliyalius,　 imwettemwaiu(2種 類)で あ る。

　 狭 義 のimwに はimwtamwol,　 imwlap,　 imwshigが ふ くまれ る。　imwtamwolと

は 「酋 長 の 家」 を意 味 し,酋 長gailangの 所 有 す る母 屋 を さ して い る。　imwlapと は

「大 き な家 」 を意 味 し,酋 長 に つ ぐ地 位 で あ るushangのgailangの 所有 す る母 屋 を

さ す。imwshigと は 「ち い さ な家 」 を 意味 し,一 般 のgailangの 所有 す る母 屋 を さ

す 。 す な わ ち これ らのimwはgailangの 地 位 に よ る類型 と い う こ とが で き る。

　 imwliyaliusと は 「yaliusの 家 」 を意 味 す る。　yaliusと は,の ちに 詳述 す るが,超

自然 的存 在 を 意 味 してい る。imwliyaliusは,海 岸 と平 行 に桁 行 を お い て建 て られ,

他 の 家屋 と は区 別 され る。imwliyaliusで はtauyaliusがyaliusを 祭 って いた と いわ

れ る。tauyaliUSと は,神 がか りに な って託 宣 を お こな う霊能 者 の こ とで あ るが,そ

の 詳 細 は不 明 で あ る。imwliyaliusは 現 在 で は エ ラ ー トに は存 在 しな い 。

　 imWettemWaiUに よ って 総 称 され るimWは,「 産 小 屋」 お よ び 「月 経小 屋 」 を さ
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して い る。temwaiu8)と は 「病気 」 の意 で あ る。 した が って,　imwettemwaiuと は

「病 気 の家 」を 意 味 す る。

　 「産 小 屋 」 に はimwlipa1,　 imwlipeopeo,　 imwlifaamwの3種 の もの が あ る。　im-

1ipa1の 場合palだ け で 「産 小 屋 」 を 意 味 す る。 な お,　pa1はfaleと 同 系統 の語 で あ

る[松 岡　 1943:423]。imwlipeopeoのpeopeoと は,母 子 が 「palを で た こと を

祝 う」 と い う意 味 で あ る。imwlifaamwのfaamwと は,子 供 を 「養 う」 こ とを 意味

して い る。 出産 の さい,母 子 は月 の 朔 望9)に つ れ て上 記 の3種 の 「産 小 屋 」 を 移 動 し

て ゆ く。 す な わ ち,臨 月 を む か え た女 は まずimwlipalに は い る。 そ して 出産 後,月

齢 が25日 目 にな った ときimwlipeopeoに うつ り,月 が あ らた ま り 月 齢 の1日 目 に

imwlifaamwに うつ る。 そ こで4カ 月 す ご した あ と,す な わ ち新 月 を4回 む か え た

あ と,は じめて 母 子 は 自分 た ちのimwに か え る こ とが 許 され る。

　 「月 経 小 屋」 に はimwttaing,　 imwligabuitagの2種 の もの が あ る。imwttaingの

taingと は 「月 経 」 を 意 味 し,　imwttaingと は 「月 経 小 屋 」 を さす 。　gabuitagと い

う語 につ いてga一 は使 役 の接 頭 辞 で,　buitagと は 「の ぼ る」 を 意 味 し,　gabuitagと

は 「の ぼ らせ る」 とな る。imwttaingか ら 「の ぼ らせ る」 とい う意 味で あ る。 初潮

の さ い に は,月 経 が は じま る とす ぐにimwttaingに は い り,月 経 後 は じめて む か え

た月 齢1日 か らか ぞ え,4カ 月 を そ こで す ご した の ちimwligabuitagに 移 る。　imw-

ligabuitagで は4日 間 す ご し,自 分 のimwに も ど る こ とが 許 され る。 い っぽ う,2

度 目以 後 の月経 の さ い には,imwttaingに4日 間 は い る に とど ま る。

　 「産 小 屋 」「月 経 小 屋 」 は三 カ月 状 を なす エ ラ ー トの 両 端 付近 に建 て られ て い た 。

これ らの 三mwは,出 産 や 月経 の女 た ちが い るた め,け が れ てお り,　taurongた ちの

もつ 超 自然 的 な 力 を無 効 にす る おそ れ が あ る ので,い わ ば 隔離 され て い た ので あ る。

これ らのimwの 建 築 に は,　taurong以 外 の男 子 た ちが あた り,そ の構 造 は簡 便 で あ

り,規 模 もちい さな もの で あ った。 な お,「 産 小 屋 」 「月 経 小 屋 」 は現 在 で は エ ラー ト

に は存 在 しない10)。

　 の こるmwaluumwは,　 gailangも し くはbugotを 単 位 とす る集 団 が共 同 炊 事 を

す るた め の小 屋 で あ る(写 真2)。mwaluumwと は,　mwalとuumwと か らな る語

で,mwalと は 「か くす」,　uumwと は 「石 蒸 し料 理 」 もし くは 「石 蒸 し料 理 用 の穴 」

8)temwaiuはte一 とmwaiuに 分 解 で き,　te一と は否定 を 意 味す る接 頭辞 で,　mwaiuは 「よ い」

　を 意 味す る語 で あ る。 した が って,temwaiuと は 「よ くな い 」 ことを 意味 す る。

9)太 陰暦 の月 は朔 月 を 月 齢1日 とか ぞ え るが,エ ラー トで は 新月 を月齢1日 と し,朔 月 を月 齢

　30日 とか ぞえ る。

10)1909年 の調 査 によ れ ば,エ ラー トには3戸 のimwettemwaiuが 存在 した こ とが記 録 され て

　 い る[KRAMER　 1937:30-31]。
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写 真2mwaluumw

を さす 。す な わ ち,「 石 蒸 し料 理 用 の穴 をか くす 小 屋 」 がmwaluumwで あ る。mwal-

uumwは 桁 行 が海 岸 線 と平 行 に建 て られ て お り,屋 根構 造 は簡 単 で あ る。

2.屋 根構 造 に もとつ く類型

　 屋 根 構造11)に も とつ く類 型 に は4種 類 の もの が あ る。す な わ ち,imwweoi,　 imwgat

(tiwngat),　 imwgeffat,　 imwsepeigで あ る。

　imwweoiは 垂 木 を もつ もの で あ り,機 能 に よ る類 型 で い え ばimwettemwaiuお

よ びmwaluumw以 外 の ものが これ に あ た る。 そ れ に た い して,　 imwgatも し くは

tiwngatは 垂 木 が な く第2垂 木 に相 当 す る もの と水 平 材 の枠 子 で小 屋 組 が つ く られ る。

この両 老 を く らべ て み る と,前 者 は後 者 に く らべ て 構 造 が 複雑 で,長 期 利 用 が 可 能 で

あ る。 それ にた い して,後 者 は比 較 的簡 単 に建 築 で き るが,長 期 間 の使 用 に耐 え な い 。

　 imwgeffatは,柱 が な く屋 根が 直 接 地 面 にふ せ られ た よ うな 形 を して い る(写 真3)。

geffatの うちge一 は使 役 の 接 頭辞ga一 の 変 化 形 で,　ffatは 「つ きさす 」 を 意 味 す る。

棟 柱 が直 接 地 面 につ き ささ れて い るた め に この よ うに よ ばれ る。imwsepeigは,片

屋 根 を もつ 。sepeigは 「片 側」 を 意 味 す る。　imwgeffatとimwsepeigは 小 屋 組 につ

い て は垂 木 を もた ず,小 規 模 で 簡 便 な構 造 とな って い る。

　 な お,imwgeffatお よ びimwsepeigの 名 称 は,屋 根 構 造 を さす と同 時 に,お もに

燃 料 で あ る コ コヤ シ穀 を 貯 蔵 す るた め の小 屋 を さ して い る。 す な わ ち,こ れ らの名 称

は,家 屋 の機 能 に もとつ く類 型 の ひ とつ で もあ る。

11)屋 根構造 およびその部分名称 について は,図4-3を 参照 のこと。
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写 真3　 imwgeffat

　 3.壁 構 造 と 土 台 構 造 に も と つ く類 型(写 真4,5,6,7)

　falcやsepalは,カ ヌー 格納 庫 や集 会 所,作 業 場 と して利 用 され るた め,通 常 の場

合 壁 面 は設 け られて い な い。 そ れ にた い してimwとmwaluumwの 類型 にふ くまれ

る家 屋 に は壁 面 が存 在 す る。

　 壁 の構 造 に は,imwtegile,　 imwgoshash,　 gashiliwoshunne,　 imwtipaapの4種 の

ものが あ るが,基 本 と な る の はimwtegileお よ びimwtipaapで あ る(図6-1,6-

2,6-3)12)。

写 真4　 imwtegile

12)imwtipaapの 構 造 につ いて は 図5を 参 照 の こと。
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　 　　 　　 　　 　写真5　 imwtipaap　 パ ンノキで板壁をつ くる伝統的な様

　 　　 　　 　　 　　 　　 式で建て られたものである。

　 imwtegileに つ いて みれ ば,壁 面 は コ コヤ シの 葉 で 編 ん だ マ ッ ト(giliyepeopeo)

で つ く られ て い る。 壁 を 支持 す る小柱(watitit)は 直径5セ ンチ メ ー トル 以 下 の もの

で,屋 根 の重 量 を さ さえ て い な い。 壁 の小 柱 は上 端 が第2垂 木 に しば りつ け られ,下

端 は地 面 に浅 く埋 め られ て い る。 い っぽ う,imwtipaapは 壁 面 が 板 で で きて い る。

tipaapと は板 壁 を 意 味す る。 伝 統 的 に はパ ンノ キを 素 材 と して 一木 でつ くられ,板

壁 の厚 さは7--8セ ンチ メー トル ほ ど もあ る。

　 な お,エ ラー トで は現 在 ② と こ ろ壁 面 に合 板Plaiwut(plywood)を つ か ったim-

wtipaapが2戸 存 在 す る。 この種 類 の家 屋 は,平 面 デザ イ ンに お いて も 特 徴 的 で あ

写真6　 1mwtlpaap合 板で壁面がつ くられている。 平面

　　 　 型は,ヤ ップの家屋ににて長六角形 となっている。
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写 真7　imwgoshash

る。通 常 のimwtipaapは 板 壁 で か こまれ る本 体 が 四辺 形 を してお り妻 の 部 分 の壁 は

半 円状 に コ コ ヤ シ の葉 の マ ッ トで ふか れ て い る。 それ にた い して,こ の場 合,ヤ ップ

島 の家 屋 に にた 六 角 形 の平 面 を も って お り,妻 の部 分 はそ れ ぞ れ 区切 られ 小 室 とな っ

て い る。

　imwgoshashは 土 台goshaashを もつ 家 屋 で,　 gashiliwoshunneは 土 台 の うえ に

柱(shunne)が あ る。 この 両 者 は,　imwtegileとimwtipaapの 中 間型 といえ る。 ま

ず,い ず れ も柱 が あ り,壁 面 が屋 根 の重 量 を 支 えず,壁 が コ コヤ シの葉 の マ ッ トで で

きて い る とい う点 で,imwtegileと お な じで あ る。 い っぽ う,土 台 を も って い る と い

う点 でimwtipaapと お な じで あ る。 しか し,　imwgoshashに は土 台 の 四す み に柱 が

な いが,gashiliwoshunneの 場合 に は それ が あ ると い う点 に お いて 両者 は区 別 され る・

　 以 上 の3類 型(機 能 ・屋 根 構 造 ・壁 構 造 お よび 土 台構 造)に も とつ い て エ ラー トの

家 屋 を ま とめ た もの が表6で あ る。

図6-1～3の 部 分 名 称

31.watitit　 　 　 　 小 柱

33.getam　 　 　 　 開 口部

35。giliyepeopeo　 壁 材

T1.　goshaash』 　 土 台(桁 行)

T3.　shunnelitab　 柱(四 角)

32.gapangagilitit横 木

34.giliyeseisei　 　 引戸

36.teppagaw　 　 　床材

T2・goshashtab　 　 土 台(梁 間)

壁面の拡大図(網代編)
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図6-1　 壁 の構 造(1)-imwtegileの 場合

図6-2　 壁 の 構造(2)-imwgoshashの 場合

図6-3　 壁 の構 造(3)-gashiliwoshunneの 場合
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表6家 屋 の 類 型

 1MW

fale

 faltamwol 

falyaramat 

fennap 

fennepaliwa

imwweoi

十

十

十

十

十

十

十

十

十

家根構造にもとつく類型

sepal

imwliyalius

imwgat imwgeffat

 imw

 imwettemwaiu

imwettemwaiu

 imwsepeig

imwtamwol 

imwlap 

imwshig

imwlipel 

imwlipeopeo 

imwlifaamw

 imwttaing 

imwligabuitag

 mwaluumw

十

十

十

十

十

十

壁構造および土台構造にもとつく類型

 imwtegile

±

±

±

十

十

十

十

十

十

 tmwtipaap

十

=ヒ

±

±

 imw-

 goshash

±

±

±

 gashiliwo-
    shunn e.

±

±

±

 imwgeffat 十

 imwsepeig 十
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IV.家 屋の建築 と計測法

　 1.建 築

　 家屋 の建 築 構 造 に つ い て,4つ の場 合 が あ る。imwtegileを 建 て る場合,小 型 の

imwtegileを 建 て る場 合,　imwtipaapを 建 て る場合,　falcを 建 て る場 合 で あ る。

　 　 1)　 imwtegileを 建 て る 場 合

　 以下 に しるす 番 号 の うち(1)か ら(7)は軸 組 をつ くる過 程,(8)か ら⑳ が 小 屋 組 をつ くる

過 程,四 と㈱ が平 軒 を つ くる過 程,⑳ か ら圃 が 妻 び さ しを つ くる過 程,㈱ か ら岡 が妻

軒 をつ くる過 程 で あ る。

(1)あ らか じめ準 備 して お い た桁(taliyelap)お よ び梁(goisham)を 建築 しよ う と

　 す る地 面 に井 桁 に くむ 。 四 す みか らロ ープ を は り,対 角 線(fatifatil)を おな じ長 さ

　 に して 柱(siur)の 位 置 を 決定 す る。 な お,こ の 方 法 につ いて はの ち に あ らた め て

　 のべ る。

(2)穴 を 掘 り柱 を た て る。 なお,桁 を受 け る柱 の 上端 は,あ らか じめL字 断 面 に整形

　 さ れ る。 この 部分 はyaangと よ ばれ る。

(3)桁 を柱 にの せ る。

④ 　梁 を桁 にの せ る。

(5)bwauお よ びfaib13)を つ か って棟 木(ungolap)を さ さえつ つ,定 位 置 に あ げ る。

(6>棟 木 の 中 点 か ら四 す み にlimmatelagragを は り,棟 木 の位 置 決 め をす る。 これ

　 に つ いて は の ちに の べ る。

(7)棟 束(boot)を 立 て る。

(8)両 端 の垂 木(weoilimaat)を4本,棟 木 と桁 にわ た しか け しば りつ け る。

(9)中 央 の垂 木(weoiluug)を2本 のせ て しば りつ け る。

(1①　 の こ りの垂 木 を 等 間 隔 で のせ て しば りつ け る。 垂 木 の本 数 は5か ら13ま で め 奇数

　 本 とな っ て い る。 何 本 の垂 木 を も うけ るか につ い て は,家 屋 の 規 模 しだ いで きめ ら

　 れ る。 この点 につ い て は の ちに くわ し くのべ る。

⑪ 　斜 め 材(itibut)を 屋 内 か ら垂 木 に しば りつ け る。

(12)軒 桁(meleufeoiu)を 軒 先 で垂 木 に しば りつ け る。

(1剖limmatelagragを は ずす 。

⑳ 　 垂 木 に 水平 材(gapangag)を しば りつ け る。 水 平 材 の本 数 は 家屋 の規 模 に よ り

13)bwauお よびfaibに ついてはrongolibaangに もちい られ る補助材の項を参照の こと。
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　不定であるが水平材と第2垂 木(gat)と でつ くる四辺形は,人 間が通 りぬけられる

　程度の大きさが必要であるとされる。柱が倒れ屋根の下に人間がとじこめられたと

　き屋根材をやぶって脱出するためである。

⑯　両側の垂木が交叉するところに第2棟 木(ungoshig)を のせ,し ばりつける。

⑯　水平材のうちもっとも下の位置に,下 部水平材(gappiliweoi)を しばる。

(10　水平材の妻側の両端に,そ ば軒(yaw)を しばりつける。 これは水平材の上下に

図7-1平 軒 部 分

1.taliyelapオ 行

3.siur柱

6(7)・weoilimaat両 端 の 垂 木

13.gappiliweoi下 部 水 平 材

14.gat第2垂 木

15.yawそ ば 軒

17.gapPiligat平 軒 受 部

18.paiulmaliug軒 材

19.Iangoiiyaas軒 水 平 材

20.gappilitettal軒 水 平 材

図7-2　 平軒部分(断 面図)
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　とりつけられる。

⑱　第2垂 木を水平材のうちに等間隔でしばりつける(⑭ を参照)。

⑲ 第2垂 木の上に第3棟 木(sogoram)を のせる。

⑳　軒先で第2垂 木を上下か らはさみこむ平軒受部(gapPiligat)を しばりつける。

(2D上 か ら2番 目の水平材(両 屋根 とも)と 棟束をむすんで支持材(faib)を しばりつ

1. taliyelap 

11. gapangag 

14. gat 

22. weoilipping 

25.  faibaltibolipping 

27. gabaorolpping 

29. paiulmaiuglipping

桁

水平材
第2垂 木

妻びさし垂木
妻びさし支材連給材
妻軒受部

i妻びさし軒材

2. goisham 

13. gappiliweoi 

15. yaw 

24. tibolipping 

26. gapangagulupping 

28. gattulupping 

30. tettalipping

梁
最下部水平材
そば軒

妻びさし支材
妻びさし水平材

妻びさし第2垂 木
妻びさし水平材

図8妻 び さ し
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　 け る 。 また,中 央 の垂 木 と上 か ら2番 目の水 平 材 が ま じわ る位 置 に支持 材 を わ た し

　 か け,し ば りつ け る。

働 　第2垂 木 ご と にそ え て軒 材(paiulmaliug)を さ しこむ 。 これ は平 軒 受 部 の上 か ら

　 下部 水平 材 の下 にむ けて さ しこみ,平 軒 受 部 に しば りつ け る(図7-1,7-2)。

㈱ 　 軒 材 の最 先 端 の上 下 に軒 水 平 材(上)(langoliyaas)と 軒水 平 材(下)(gapPilitetta1)

　 を しば りつ け る。

図 　 妻 び さ し(pping)側 か らみ て,両 屋根 の最 高 部 の 水 平 材 に支 持 材(faib)を わ た

　 しか け,水 平 材 に しば りつ け る(図8)(写 真8)。

㈲ 　 妻 び さ し垂 木(weoilipping)を 支持 材 の 中央 に しば りつ け る。 なお,妻 び さ し垂

　 木 を 地 面 に ま で のば し通 し柱 の よ うに す る場合,こ れ を 妻 び さ し主 材(siurung)と

　 よぶ 。 た だ しfaleの 場 合,カ ヌー を妻 側 か ら搬 入 す るた め に妻 び さ し主材 は も う

　 け られ ず,か な らず 妻 び さ し垂木 が も うけ られ る。

㈱ 屋 内か ら妻 び さ し支 材(tibolipPing)を2本 は りだ す 。 これ は梁 の上 に お か れ,

　 端 は桁 に しば られ て い る。

伽 妻 び さ し支 材 の先 に妻 び さ し支材 連結 材(faibaltibolipPing)を しば りつ け,2本

　 の妻 び さ し支 材 を むす びつ け る。

㈱ 　 さき ほ どの 妻 び さ し垂 木 と妻 び さ し支材 連結 材 を しば りつ け る。

写真8　 妻びさしの内側。写真中右側下方

　 　 　 か らのびているのは妻 びさし支材

　 　 　 である。 この家屋の場合,妻 びさ

　 　 　 し水平材が二重 にとりつ けられて

　 　 　 いる。
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(29)中 央 の妻 び さ し垂 木 と平 行 に,両 屋 根 の 各水 平 材 か ら妻 び さ し垂 木 を垂 直 にお ろ

　 す 。

⑳ 　 地面 と平 行 に,も し くは屋 根 の傾 斜 と平 行 に妻 び さ し水 平 材(gapengagulupping)

　 を と りつ け,妻 び さし 垂 木 に しば りつ け る。

(31)妻 び さ し第2垂 木(gattulupping)を 妻 び さ し水平 材 に しば りつ け る。

働 　妻 軒 受 部(gabaorolupPing)を 最 下 部 の 妻 び さ し水 平 材 の 裏 側(屋 内側)に しば

　 りつ け る。

圃 　 妻 び さ し水 平 材 の上 を通 レ,そ のす ぐ上 の妻 軒 受 部 の 下 に 妻 び さ し軒 材(paiul・

　 maliugilipping)を さ し こむ。

㈱ 　 妻 び さ し軒 材 の最 先 端 の 上 下 に妻 軒 水 平 材(tettalipping)を しば りつ け る。

　以上で構造部分の建築が完了 し,こ のあとココヤシの葉で編んだ屋根材(yaas)で

屋根をふき,そ のあと壁面を完成させる。その過程はのちにのべる。

　　 2)　 小 規 模 なimwtegileを 建 て る 場 合(写 真9-1～9)

　imwtegileの 場 合 と基 本 的 に は同 一 で あ るが,こ とな って い る点 は まず(3)か ら(9)ま

で の 作業 を地 面 の上 で お こな い,そ のあ と屋根 を人 手 で あ らか じめ た て て お いた 柱 の

上 に かつ ぎ あ げ,の こる作 業 を つ づ け る とい う点 で あ る。

　 　 3)imwtipaapを 建 て る 場 合

(1)土 台(桁 行)(goshaash)を お く。　imwtegileの 場合 とち が い,た だ 地 面 に おか

　 れ る14)。

(2)そ の上 に土 台(梁 間)(goshashtab)を お き,組 み あ わ せ る。

(3)　 2組 の土 台 が ま じわ る四す み に小 柱(chunnelitab)を た て る(図9-1,9-2)。

(4)土 台(桁 行)の 上 の戸 柱(chunne)を 立 て る(計8本)。 出入 口 は,桁 行 に2カ

　 所ず つ も うけ られ る。

(5)土 台(梁 間)の 上 の戸 柱(chunnelipPing)を 立 て る(計4奉)。 出入 口 は,梁 間

　 の 中 央 に1カ 所 ず つ も うけ られ る。

(6)板 壁 を い れ る(図9-3)。

(7)板 引 戸(rishig)を い れ る。

(8)鴨 居(桁 行)(peig)を の せ る。 これ はL字 の断 面 を も って い る。

(9)鴨 居(梁 間)(taab)を の せ る。

14)imwtipaapの 構 造 につ い て は 図5を 参 照 の こと。

379



国立民族学博物館研究報告　　7巻2号

写 真9　 小 規 模 なimwtegileの 建 築 過程 。

1.桁 と梁を組 みあわせて しばり四辺形をつ くる。

2.bwauを つか って棟木を所定の位置にあげ る。

3.棟 束 を た て る。
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4.中 央 と両端の垂木 を しば りつける。

5.の こる垂木,お よび斜め材,第2棟 木を しばりつける。

6・ 水平材およびそば軒をと りつ ける。

381



国立民族学博物館研究報告　　7巻2号

し

7.第2垂 木 を等間隔に しば りつける。

8.第3棟 木を しば りつけ,屋 根の部分が完成する。

9.屋 根全体を多勢でかつぎあげ,あ らか じめたてて あった柱

　　の うえにのせ る。 こののち,屋 根ふきにかかる。
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図9-1仕 口(1) 図9-2仕 口(2)

T1.goshaash　 　 　土 台(桁 行)

T2.　goshashtab　 　 土 台(梁 間)

T3・shunnelitab　 柱(四 す み)

T4.　shunne　 　 柱(桁 行)

T5.　shunnelipping柱(梁 間)

T6.　tipaap　 　 　 　板 壁

T7・peig　 　 　 　 鴨居(桁 行)

T8・tab　 　 　 　 　 鴨 居(梁 間)

a・bugobug　 　 　 継 手 溝

b.ngctalishunne　 ほ ぞ穴

c.shumalishunne　 ほ ぞ

d.gatabolishunne壁 の仕 口

e・ngilipaap　 　 　 壁 の仕 口

図9-3仕 口(3)

　以 下 は,faleお よびimwtegileの 場 合 に お け る(5)以下 の手 順 と同 一 で あ る。 た だ

し,faleま た はimwtegileの 場 合,垂 木 は桁 の 上 に のせ,し ば りつ け られ るの に対 し

て,こ の場 合,鴨 居(桁 行)のL字 断面 に は め こ まれ る(図10-1)。 小屋 組,妻 び さ

しの作 業 が おわ った の ち,破 風(tepPau)お よ び棚(keilou)が つ け られ る(図10-　 2)。
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図10-　1　 仕 ロ(4) 図10-2破 風 の 構 造

3.boot　 　 　 　 　 棟 束 　 　 　 　 　 　6.　weoi　 　 　 　 　 垂 木

T1・goshaash　 　 　 土 台(桁 行)　 　 T2・goshashtab　 　 土 台(梁 間)

T3・shunnelitab　 柱(四 角)　 　 T5・shunnelippin9柱(梁 間)

T6.　tipaap　 　 　 板 壁 　 　 　 　 　 T7・peig　 　 　 　 鴨 居(桁 行)

T8・tab　 　 　 　 鴨 居(梁 間)　 　 T9.　rishing　 　 　 板 引 戸

T10・tepPau　 　 　 破 風 　 　 　 　 　 T11.keilou　 　 　 棚

£ngiilipeig　 　 　 鴨 居 の仕 口　 　 g・gogolalweoi　 　 鴨 居 の仕 口

　　 4)　 faleを 建 て る 場 合(写 真10)

　基 本 的 に はimwtegileの 場 合 と同一 で あ る。 た だ し,(ee)と ㈱ の平 軒 を つ くる過 程,

お よ び ㈱ か ら 圃 の妻 軒 をつ くる過 程 が不 要 で あ る。 また,壁 面 は もう け られ な い 。

　 　 5)屋 　 根 　 ふ 　 き

　 屋 根 を ふ く作 業 は,fatefatと よ ばれ る。 家 屋材(yaas)と して は,枯 れ た コ コヤ シ

の葉 を もち い,そ の根 元 お よ び先端 を切 りす て,の こ る部 分 を網 代 編 み に した もの で

あ る。 の ちに の べ る が,屋 根 材 の長 さは ま ち ま ちで,し た が って 屋 根 の規 模 に よ り こ

とな る。 な お,屋 根 全 体 もま たyaasと よ ばれ る。

　 屋 根 材 は,ハ イ ビ スカ ス(gilifo:Hibisctis　 tileaceus)の 樹 皮 を さ い て つ くっ た ヒモ

(fa)を もち いて,そ れ ぞ れ の屋 根 材 を桁 行 方 向 に前 後 を す こ しつつ 重 ね,第2垂 木 に

しば りつ け られ る。
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写 真10faleの 軒先

　 屋根 材 は表 と裏 とが 区別 され て お り,ふ つ う ココ ヤ シの 葉 の 表 を 外 に む け て ふか れ

るが,屋 根 の棟(ung)の 部 分で は,コ コヤ シの 葉 の 裏 が外 にむ くよ うふ か れ る。 ま

た,屋 根 を ふ くさい切 妻 屋 根 の妻 側 の 端 に は,か な らず 屋 根 材 の シ ンと な って い る コ

コ ヤ シの葉 軸 の根 元 側 が くるよ う にふ か れ る。 した が って,屋 根 材 に は,む か って左

に葉 軸 の根 元 の くる もの と右 に くる もの の2種 類 が あ る こ とに な る。

(1)軒 先 に しば りつ け られ る屋 根 材 は,男 た ち が地 上 に立 って しば りつ け る。 第 一 列

　 の屋 根 材 を しば りお え た とこ ろで 男 た ちは 屋根 の上 に あが る。 屋根 材 は,第2垂 木

　 に しば りつ け られ る。 屋根 をふ くに は,水 平 材 を 足 が か りに して,前 か が み にな っ

　 て お こな わ れ る。 一 人 の 男 で数 カ所 の結 び 目を 担 当 し,お おぜ いの 男 た ちが な らん

　 で 屋 根 を ふ く　(写 真11)。

(2)屋 根材 は 一列 つ つ 順 に しば られて ゆ く。 屋 根 材 を しば る位 置が た か くな る と屋 根

　 材 を 投 げ あ げ な けれ ば な らな い。

(3)屋 根 材 を 第3棟 木 の たか さ付 近 の位 置 ま で しば った の ち,の こる片 屋 根 のee-一 列

　 を しば り は じめ る15)。

(4)(3)と 同 様 の 過 程 が くりか え され,両 屋 根 と もに お な じた か さま で屋 根 材 が しば り

　 つ け られ る と,つ ぎ の 屋根 材 は両 屋 根 と も第2垂 木 にで はな く第3棟 木 に しば りつ

15)新 築 のさい,両 屋根のどち ら側かの屋根を疎 にふき,屋 根 のいたむ時期を早 めるようにす る。

　 両屋根を同時にふきかえないた めである。なお,屋 根材の耐用年数 は2-3年 で ある。
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写真11屋 根Σ・き。屋根材は,一 列つつ順 にふかれる。

　 け られ る。

(5)choPPatと よぶ ヒモ を第2棟 木 の 下 に通 す 。　chopPatを 通 す 位 置 は第2垂 木 ご

　 とで あ る。choppatはfaよ り巾 が ひ ろ く長 い もの で,2本 い っ し ょに通 され る。

⑥ 　 屋根 材 を 裏 が え しに して も ちい,棟 の部 分 で 両 屋 根 の部 分が 重 な る よ うに2本 の

　 choppatの う ちの1本 を つ か って しば りつ け る。

(7)(6)の 過程 を も うい ち ど くりか え す 。 の こるchoppatを つ か って しば りつ け る。

(8)さ い ご にungoplglplgを のせtoutouと よば れ る細 い棒 で 第3棟 木 と 第2棟 木

　 の あ い だ を通 してungopigipigを 突 き刺 し,固 定 す る(図11)。 　ungopigipigは,

　 コ コヤ シの葉 を 切 りお と して コ コヤ シの小 葉 を軸 部 か らひ き さき,そ の 結 果 で きる

図11棟 　の　ふ　き　 か　た
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　 1組(2枚)の コ コ ヤ シの小 葉 と,別 に用 意 した コ コヤ シの葉 を 網代 編 み してつ く

　 られ る。 つ ま りungopigipigは つ こ う2枚 の コ コヤ シの葉 を つ か って編 ま れて い

　 る。 この とき,屋 根 材 と ちが い コ コヤ シ の葉 の 先端 部 分 を切 りお とさず,編 まず に

　 お く。 と こ ろで,ungopigipigはung「 棟 」 とpigipig「 た た く」 と か らな る語 で,

　 「棟 を たた く」 の 意 で あ る 。す な わ ち,こ の先 端 部 分 が 風 で な び き,「 棟 をた た く」

　 わ けで あ る16)。

(9)妻 び さ しを ふ く。 妻 び さ しは 円 錐状 で 曲面 にな って い る。 通 常 の 屋根 材 で は柔 軟

　 性 が な く,曲 面 に あわ せ て ま げ る ことが で きな い。 そ こで,ungopigipigを つ くる

　 さ い とお な じ く ココ ヤ シの小 葉 を軸 部 か らひ き さ き,2枚 とれ る小 葉 の部 分 を別 べ

　 つ に屋 根 材 とお な じ く網 代 編 み で 編 み,2枚 を 重 ね て妻 び さ し斜 め 材 も し くは妻 び

　 さ し垂 木 に しば りつ け る。 妻 び さ しは垂 直 に近 いの で,屋 根 材 は屋 内 か ら しば りつ

　 け られ る。

　　　6)　 壁 づ く りimwtegi1eの 場 合17)

(1)　 4本 の柱 が つ くる平 面 よ りや や 広 い平 面を か こむ よ うに,等 間 隔 に小 柱(watitit)

　 が た て られ る。 妻 の部 分 は半 円状 に小 柱 がた て ちれ る。 小柱 に は,直 径5セ ンチ メ

　 ー トル ばか りの ま っす ぐな用 材18)を も ちい,そ の 基 部 はあ さ く地 面 に突 き さ され,

　 上 部 は ふつ う第2垂 木 に しば りつ け られ る。

(2)平 側 に片 面2カ 所 つ つ の 開 口部(getam)を のぞ き,小 柱 に横 木(gapangagilitit)

　 を しば りつ け る。 小 柱 と横木 が つ くる四 辺形 は ほ ぼ正 方 形 に な るよ う横 木 の 本 数 が

　 加 減 され る。

(3)コ コヤ シの葉 を網 代 編 み に した ものを 壁 材(giliyepeopeo)と して小 柱 や 横 木 に

　 しば りつ け る。

2.計 測 法

　エラー トにおける家屋の計測法の基本は,家 屋を建築するさいの主要部分の位置ぎ

めおよび主要部材の長さの相対比を算定することにある。そのさい基本となるのは二

16)ungopigipigは 建築が おこなわれた季節の卓越風 とは反対側の棟の先か らふきはじめ る。 棟

　の先にはungopigiplgの うち,コ コヤ シの葉軸 の根元 にあた る側がむ けられる。順 に重ねなが

　 らふいてゆき,最 後の一枚 をそれまで とは逆に卓越風に葉軸の根元をむけるようにふ く。 エラ

　 ー トでは,雨 が多 く,パ ンノキの実がみの る夏の季節をlechegと よび,こ の季節 には南西か

　 らの風が卓越 する。乾期でパ ンノキの実がみの らない冬 の季節をyefangと よび,こ の季節は

　東 もしくは北東か らの風が卓越する。 なお,エ ラー トの家屋の うち,通 常の ものは,妻 側を海

　岸線にむけてい るので あるが,そ れは季節風の吹 く方向 と平行に棟 がむ けられている というこ

　 とで もある。
17)imwtegileの 壁の構造および部分名称 については図6-1を 参照の こと。

18)小 柱や横木にはsong(Bruguiera　97morrhiza)が もちい られることがおおい。
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等 分 法 で あ る[ALKIRE　 l970:19--23,　 68-69;BuRRows　 and　 SPIRo　 l953:20,75;

1・EBAR　 　1963:62,1964:131-132]。

　 二等 分 は,あ る長 さの部 材 に コ コ ヤ シ ロー プ を あて ロ ープ を 二等 分 し,え られ た二

等 分点(中 点)を 部 材 に しるす こ とで え られ る。 「中点 」(2分 の1)は1uug,「4分

の1」 点 はlugolitab,「8分 の1」 点 はlugolipeig,「16分 の1」 点 お よび 「32分 の

1」 点 はgalusと よば れ る。 な お,二 等 分 法 お よ び それ に まつ わ る2の 倍 数 が ミク ロ

ネ シア社 会 に と って 重要 な意 味 を にな って い る とい う点 につ いて は,す で にい くつか

の報 告 が み られ る[秋 道 　 1980a;ALKIRE　 l　970,1972;石 森 　 1979]。

　 　 1)　 家 屋 の 規 模 の 決 定

　 家屋 の規 模 を 規 定す るの は桁 行 の 長 さ で あ る。 家 屋 を 建築 す る さ い依 頼 者 は,imw

で あ れ ば そ こ に居 住 す る人 数,faleで あ れ ば そ こに格 納 す るカ ヌー の大 き さを考 慮 に

い れ,家 屋 の大 き さを桁 行 の長 さで 表現 して,両 手 を 左 右 に 広 げ た と き の両 指 間 の長

さ(尋ngaf)で い くつ と指 定 す る19)。

　 と ころで,ト ラ ック諸 島 に お け る家 屋 の規 模 は,屋 根 ユ ニ ッ トを桁 行 方 向 に何枚 な

らべ るか に よ って 表示 され る20)[LEBAR　 I　963:64-65;浅 川　 1980:147]。 　 トラ

ック諸 島 の屋 根 材 はゾ ウゲ ヤ シの葉 で つ く られ1尋 が そ の 長 さで あ る[浅 川 　 1980:

144-146]。 つ ま り,屋 根 材 が規 格 化 され て い るわ けで あ る。 しか し,エ ラ ー トで は

先 に の べ た よ う に,枯 れ た コ コヤ シの 葉 を 編 ん で屋 根 材 とす る。利 用 され る コ コヤ シ

の 葉 の長 さ は ま ち ま ちで あ り規 格 化 され て い な い。 そ れ ゆえ,エ ラー トで は,屋 根 材

の 枚 数 に よ って 家 屋 の規 模 を表 示 す る とい う トラ ック方 式 を も ちい る ことが で き ない 。

む しろ 身体 部 位 を も ちい た表 示 に よ って 桁 行 の長 さ を示 す わ け で あ る。 桁 行 の 長 さ は,

その ほ か の部 材 の長 さを決 定 す る さ いの 基 準 とな り,ひ いて は 家屋 の大 き さを 決 定 す

る こ とに な る。

　 　 2)　 梁 問 と 桁 行 の 比

　梁 間 はshoilapalと よば れ,桁 行 はerailと よ ばれ る。 梁 間 は桁 行 との比 に よ って

長 さが 決 定 さ れ る。 な お,部 材 の 名 称 で い え ば,梁 間 は 梁(goisham),桁 行 は桁

(taliyelap)に あた る。

　 エ ラー トで は梁 の 長 さは,桁 の 長 さの8分 の3か ら8分 の5の 長 さ で あ る こ とが 望

19)こ れと同 じ方法は ウォレアイ環礁で もお こなわれ る[ALKIRE　 l　970=19]。

20)F・LeBarに よれば,屋根 ユニ ットの枚数 は 「指」の本数をあ らわす助数詞(・ayt)を もちいて

　 表示 される[LEBAR　 1963:6一65]が,浅 川 によれば,屋 根ユニ ッ トの 枚数をあ らわす助数

　 詞は,「指」をあ らわす6utで はな く 「列」をあ らわすau6tで あるとの ことである。たとえ　
ば,fuau6t(7列)の よ うにもちい られ る[浅 川　1980;147]。
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ま しい とさ れ る。8分 の3お よ び8分 の5の 長 さ は,二 等 分 法 に よ って え られ る。 す

な わ ち,ま ず 用 意 した桁 に ロー プを あ て,そ の長 さ を うつ しと る。つ いで,そ の ロ ー

プ を二 分 し,中 点luugを わ りだす 。 この 過 程 を あ と2回 く りか え し,つ こ う3回 二

等 分 法 を お こな え ば8分 の1の 長 さを み ち び く ことが で き る。 この8分 の1の3倍,

5倍 が そ れ ぞれ8分 の3,8分 の5の 長 さと い う こと に な る。

　 エ ラー トに現 存 す る家 屋 の寸 法 か ら梁 間 と桁 行 の比 を 算 出す る(表7)。 こ の比 を

こ こで は縦 横 比 と よぶ 。 これ は梁 間 の 値 を桁 行 の値 で除 した もの で,桁 行 を1と して

算 出 した比 で あ る。縦 横 比 は,平 均0.59,最 大 値O.83,最 少 値0.35で 分布 して お り,

縦 横 比 の理 想値8分 の3(0.38)か ら8分 の5(0.63)の 値 をふ くみ こん で い る。 縦

横 比 を 算 出 す る に あた って対 象 と した22戸 の 家屋 の うち,13戸 が この理 想 値 にふ くま

れ,1戸 が理 想 値 を した ま わ るほか,の こ る8戸 が理 想 値 を うわ ま わ って い る。 す な

わ ち,現 実 の 家屋 の約6割 は理 想 値 内 にふ くまれ る もの の,理 想 値 に く らべ て 家 屋 の

表7縦 横 比 ・高 さ 比

家屋番
号 家 屋 名 縦横比 高さ比

1. Latowa 

3. Gasuereol 
   (Libolirang) 

4. Geleisiya 

6. Welipiy 

8. Metaar 

10. Fasseour 

11. Lugal 
13. Gatiyafash 

14. Wolippar 
   (Weligeshushu) 

15. Maifash 
17. Rugulong 

18. Gateopalei 

19. Fassefang 

20. Faliyap 

22. Lugeriya 
24. Gatiyerang 

25. Faligilyaw 

28. Lmeoluw 
29. Lmeoluw 

30. Imwepeo 

32. Salingeluw 

33. Gatiyafash

0.78 

0.46 

0.54 

0.69 

0.48 

0.56 

0.66 

0.63 

0.63 

0.5 

0.83 

0.60 

0.71 

0.4 

0.35 

0.71 

0.56 

0.65 

0.38 

0.73 

0.49 

0.56

0.83 

0.79 

0.73 

0.93 

0.94 

0.83 

0.79 

0.76 

0.93 

0.72 

0.87 

0.65 

0.76 

0.87 

0.88 

0.68 

0.82 

0.92 

0.82 

0.92 

0.69 

0.69

rongの 対象 外 のmwaluumwお よ びsepalは 除 外 し

て あ る。
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平面形が正方形に近いものが多いことがわかる21)。

　　 3)　 梁 間 と 棟 高 の 比

　 この比 は,梁 と棟 束 の長 さ の比 に よ って も とめ られ る。 これ を ここ で は 「高 さ比 」

と よぶ こと にす る。 棟 束 の 長 さ を梁 の長 さで 除 して,梁 の 長 さを1と お いた と きの棟

束 の長 さを あ らわ す 値 で あ る。

　 エ ラー トにお いて は,高 さ比 につ いて,2通 りの数 値 が あ る。 ひ とつ は,32分 の25

か ら8分 の7ま で の 比 を もつ もので,の こ りは,8分 の7か ら16分 の15ま で の 比 を も

つ もので あ る。 前 者 がimwshig,　 falyaramatの 高 さ比 で あ るの にた い し,後 者 は 先

に の べ たimwtamwol,　 faltamwolの 高 さ比 で あ る。 した が って,高 さ比 は 地 位 の差

を表 示 して い る こ とに な る。

　 エ ラー トに現 存 す る家 屋 の高 さ比 を算 出す る(表7)。 それ に よれ ば,高 さ比 は,平

均0.81,最 大 値0.94,最 少値0.65の 値 で 分 布 して い る。 高 さ比 の 理想 値 にふ くまれ る

家 屋 は,22戸 中14戸 で あ り,6割 強 の家 屋 が ふ くま れて い る。 の こ る8戸 はす べ て理

想 値 を した まわ って い る。 理想 値 は,先 に の べ た よ う に8分 の7(0.88)を 境 に二 分 さ

れ る。0.88以 上 の数 値 を もつ 家 屋 は8戸 あ る。8戸 の家 屋 の う ち家 屋 名で いえ ば0.94

の高 さ比 を もつMetaarお よ び0.93のWoliparは 元酋 長gailang22)のSaufalashig

の 所 有 家屋 で あ った 。 の こ るWolipiy,　 Rugulong,　 Faliyap,　 Lemeoluw,　 Imwpeoは

す べ て,現 酋 長gailangのSauwclの 所 有 とな って い る。 したが って,0.88以 上 の

高 さ比 を もつ 家 屋 はす べ て 例 外 な く,imwtamwolも し くはfaltamwolと い う こ と

が で き る。

W・Alkireに よ れ ば ウ ォ レア イ環 礁 に お け る梁(guisham)23)と 棟 束(bwot)の 比 が,

通 常 の家 屋(imaliaramat)で は2対1す なわ ちO・5で あ り,酋 長 の家 屋(imalitamol)

にお い て は4対3す な わ ち0.75,葬 屋(imalipei)も し くは カ ミの 家(imaliyalus)で

は8対7す な わ ち0.88と 報 告 して い る[ALKIRE　 l970:20]。

　 そ の ほか,エ ラ ー ト周 辺 の 島 じま の家 屋 の高 さ比 に 関 す るデ ー タ を比 較 す る と つ

21)サ タワル 島 に お け る家 屋 の縦 横 比 の理 想 値 は,0.5(梁 は 桁 の2分 の1)と の ことで あ る[須

　 藤1980b:178]。

22)現 在,エ ラー トの酋 長 はSauwel　 gailangか らで て い るが,伝 統 的 にはSaUfalashig　 gailang

　 か らで る こ とに な って い た 。 しか し,前 酋 長 で そ の血 統 が絶 えた た め に,酋 長位 は,酋 長 につ

　 ぐ地 位 のushangの 地位 に あ ったSauwelの 者 が酋 長 に な った 。 しか し,酋 長位 の 継 承 につ い

　 て は,現 酋 長 が 正統 の酋 長 で は ない の で今 後 流 動 的で あ る。

　 　な お,現 在,エ ラー トにはSaufalashigの 成 員 が存 在 す るが,こ れ は別 系 統 のSaufalashig

　 で あ り,酋 長 位 を つ ぐこ とは で き ない 。

23)こ の項 の表 記 はAlkire[1970]に よ る。 本稿 の表 記 は つ ぎの ご と くで あ る。　guiSham→gois-

　 ham,　 imaliaramat→imwliyaramat,　 imalitamaol→imwlitamwol,　 imailpei→?,　 imaliyalus→

　 imwliyaliuS.
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ぎ の ご と くと な る。 サ タ ワル 島 に お け る 高 さ 比

は8分 の5な い し16分 の9を 理 想 と す る[須 藤

1980b:179]。 ポナ ペ ・パ ラオ ・ヤ ップ各 島の 集

会 所 の屋 根 の 傾斜 角 は60度 で あ るの に た い し,ト

ラ ック諸 島 トル 島 の ウー トは30度 と な っ て い る

[浅川 　 1980:170]。 プ ル ス ク島 に お け る 屋 根 の

傾 斜 角 は45度 で あ る[中 村 　 1977:584】 。 それ ぞ

れ を本 稿 の高 さ比 に換 算 す る と,サ タ ワル の それ

が0・63か ら0.56,ポ ナペ ・ノxeラオ ・ヤ ップが0.87,

トラ ックが0.29,プ ル ス ク が0.5と い う数 値 にな

る(表8)。 これ らの 数 値 を 単純 に比 較 して み る

と ポ ナ ペ ・パ ラオ ・ヤ ップを 別 に して,ト ラ ック

の そ れを 最 低 と して西 に ゆ くほ ど そ の値 が 高 くな

って い る。

表8　 高さ比の比較

ポ　 ナ　ペ

ト ラ ッ ク

プ ル ス ク

サ タ ワ ル

エ ラ ー ト

ウ オ レア イ

ヤ ッ プ

パ ラ オ

0.87

0,29

0.5

0.63-0.56

0.78-0.88

0.88-0.94

0.5

0。75

0.88

0.87

◎.87

注)ポ ナペ ・トラ ック ・ヤ ップ ・パ

　 　 ラオの各 島 につ い て は浅 川[19

　 80:170],プ ル ス ク島 につ い て

　 　は 中村[1977:584],サ タ ワル 島

　 　につ い て は須 藤[1980b:179],

　 　 ウオ レア イ環 礁 につ いて はAl.

　 kire[1970:20]を もと に作成 。

　 な お,高 さ比 の機 能 的 な説 明 と して,屋 根 の傾 斜 角 が大 きい ほ ど,つ ま り高 さ比 が

大 き い ほ ど雨 が も りに く く,屋 根 が長 もちす る とい わ れ る。 この 問題 につ い て は,水

は け と風 との 関係 に もと め られ る。 す なわ ち,水 は け を よ くす るた め に屋 根 の傾 斜 角

をす る ど くす るが,風 あ た りか らす れば,傾 斜 角 を す る ど くす るわ けに は いか な いわ

け で あ る[浅 川　 1980:170;須 藤 　 1980b:179]。

　　 4)　 棟 木 と桁 の長 さ

　棟木は桁 よりも長 くなければならないとされる。すなわち,棟 木が桁よりつきでた

いわゆる舟形屋根をつ くるためである。

　棟木の長さの決定には,エ ラー トではこれまでの例のような具体的な計測法を もっ

ていない。ウォレアイ環礁の家屋の棟木の長さは桁の両端か らそれぞれヒジか ら指先

までの長さずつ長 くなるよう測 られる 「ALKIRE　 l970:20]。 そのほかサタワル島で

は,棟 木の長さは桁の長さよりも一尋長 くとられる[須 藤　1980b:178】 。

　エラー トにおける棟木が桁よりも長いという点の機能的な説明としては,妻 びさし

をつくる空間のためにも棟木はつきだしていなければならないといわれる。 もし棟木

で十分な長さをとることができなければ,第2棟 木をつきださせて第2垂 木を妻側に

かたむけることによって解決することもできるとのことである。
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　 　 5)　 柱 の 位 置 の 決 定

　 家 屋 を建 て よ うとす る地 面 に,梁 と桁 で 井 桁 を くむ。 四す み か ら対 角線 に ロー プを

は り,両 対 角 線 が 等 しい長 さ に な る よ う井 桁 を 調 節 す る。 対 角 線 を 測 定 す る ことを

gapofatilと い い,2本 の対 角 線 を測 定 す る こ とをgapofatifatilと い う。　gapoは

「測 る」 で あ り,fatilは 「対 角 線 」,　fatifatilは 「2本 の 対 角線 」 を それ ぞ れ 意 味 す

る。 な お,サ タ ワル 島で は,柱 の 位 置 は,井 桁 を組 ん だ梁 と桁 の む か い あ う長 さが等

しい こ と,対 角 線 の長 さが等 しい ことを 確 認 す る こと に よ りえ られ る[須 藤 　 1980b:

180]。

　 　 6)　 棟 木 の 位 置 の 決 定

棟 木 が妻 側 に等 しい 長 さにつ きで る よ うに す る方 法 で あ る。棟 木 の 中点 に4本 の 等

しい 長 さ の ロー プを む す びつ け,ロ ープ の 先 を柱 に あて,棟 木 の 位 置 を調 節 す る。 こ

の ロー プ はlimmatelagragと よば れ,あ る種 の ヒ トデ の 名前 と の こ とで あ る。

　 　 7)　 垂 木 の 間 隔

　 垂 木 の本 数 に は家 屋 の大 きさ に よ り,5,7,9,11,13本 の5種 の もの が あ る。 な お,

現 存 す る もの で は7本 が 最 大 で あ る。

　 計 測 法 の 基 本 で あ る二 等 分 法 を もち い て垂 木 の間 隔 を 決 定 す る場 合,垂 木 の本数 が

5,9本 の さ い に は容 易 に そ の位 置 を決 定 で き る。 しか し,7,11,13本 の 場合 に は,

単 純 に二等 分法 を もち い るだ けで はそ の位 置を 決 定 す る こと が で き な い。 エ ラー トで

の 聞 き と りで は,人 び とは み れ ばわ か る と い うだ けで,具 体 的 な方 法 を聞 き と る こ と

図12二 等分法 による垂木間隔の決定(垂 木7本 の場合)

　 　 注)[ALKrRE　 1970:21-22]を もとに作図。

392



杉藤　　家屋の建築 ・修復に関する伝統的知識と技術

が で き なか った 。

　 と こ ろで,W.　 Alkireは 垂 木7本 の場 合 に 二等 分法 の みで その 間 隔 を わ りだ す 方 法

につ い て ウ ォレア イ環 礁 にお け る事 例 を報 告 して い る[ALKIRE　 1970:21-22]。 そ

れ は つ ぎ の と お りで あ る。家 大 工 は まず 用 意 して い た桁 の上 に9本 の垂 木 を お くと仮

定 して9カ 所 の 印 をつ け る(両 端 を ふ くむ)。 す なわ ち二 等 分 法 を3回 くりか え して,

8等 分 の 箇所 に それ ぞ れ1本 ず つ9本 の 垂 木 を お くと仮 定 す る。 つ づ い て,こ の 目盛

で8分 の3の 長 さを はか り,こ れ を2等 分 す る。 す ると16分 の3が で き る。 こ の長 さ

を さ らに2等 分 しその 「中点 」 を9本 の 垂木 を お くと仮 定 した桁 の 「4分 の1」 点 に

あて16分 の3の 長 さの 箇 所 に 印 をつ け る(図12)。 つ ま り,本 来7本 の垂 木 を お くと

す る とそ の 間 隔 は所 定 の桁 の6分 の1で あ る はず で あ るが,そ の6分 の1の 値 を16分

の3で 近 似 させ よ う と い うわ けで あ る。

V.家 屋の修復の知識 と技術

1.三 種 類 のbaang

　 「家 屋 修 復 の伝 統 的 知 識 」 で あ るrongolibbangは,か な らず し も家 屋 修 復 に 関

す る知 識 だ け を 意 味 しな い。 じつ は3種 類 のrongolibaangが 存 在 す る。3種 類 の

rongolibaangと は,　bangiw　 a,　bangifal,　 bangiyaramatで あ る。

　 bangiwaと は,　waのbaangの 意 で あ る。　waは 「カ ヌ ー」 を 意 味 し,カ ヌー が

洋 上 で 転 覆 した さ い,そ れ を た て な おす た め の知 識 で あ る。bangifalと は,　 falの

baangの 意 で あ る。　fa1はfaleで 「カ ヌ ー格 納 庫 ・集 会 所 」 を 意味 す る。 じつ は,

本 稿 で ふ れ よ うと す る家 屋 修 復 の 伝 統 的 知 識rongolibaangと は,こ のbangifalの

こと な ので あ る。baIlgiyaramatと は,　yaramatのbaangの 意 で あ る。　yaramatと

は 「人 間 」 を 意 味す る。 この と きのbaangと は護 身 術で あ る。

　 この3種 類 に お な じrongolibaangの 語 が あ て られ る理 由 につ い て は類 推 が可 能 で

あ る。 た とえ ば,bangifalの なか に は,台 風 等 の 強風 のた め に 家 屋 の屋 根 全 体 が ふ

き とば され た とき,そ の 屋 根 を もと に も どす方 法 が あ る。bangiwaと は,突 風 な ど

に よ り カ ヌ ーが 転覆 した さ い,カ ヌーを 海 岸 に まで 曳 行 す るこ と な く海 上 で復 原 させ

る知 識 で あ る。bangiyaramatと は,人 にお そ わ れ た とき に くず れ た 自分 の体 勢 を た

て な お し,相 手 を う ちま かす と い う意 味 で あ る。 す な わ ち,こ の3種 のrongolibaang

の共 通 項 か らみ る とbaangと は,「 なん らか の 原 因 で もと の状 態 を くず して いた もの

を,も と の状 態 に復 させ る こ と」 とかん が え られ る。
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　 と ころ で,J.　 caugheyは トラ ック諸 島 に お け る9種 のsowuroong24)を あ げて い

る。 そ のな か に,sowupwenと い うsowuroongが あ げ られ て い る[CAuGHEY

l977:131]。 　pwenは エ ラ ー トで い うbaangに 相 当 す る。 と ころが,か れ の あ げ た

sowupwenと は,格 闘技 の 専門 家 を 意 味 して い る。 す なわ ち,か れ の い うpwenと

は エ ラー トで い うbangiyaramatに あた る。　bangiwaな らび にbangifalに つ い て は

記 述 が な い。

　 3種 類 のrongolibaangの うち本 稿 で と り あ げ るの はbangifalで あ る。 家屋 修 復

の 知識 と してfaleの 名 称 が も ちい られ る理 由 は,　Maliumai氏 に よれ ば,　faleが な

に よ り もほか の 家 屋 に く らべ て 大 きい た め に,あ る種 の特 別 な知 識 が 必 要 で あ る か ら

との こ とで あ る。bangifalの 名称 の とお りbangifalは 本 来faleを そ の対 象 とす る。

しか し,Maliumai氏 に よ れ ば 飴le以 外 の 家屋 を そ の対 象 とす る こと もあ る。 た だ

し,imwettemwaiuで 総 称 され るimwお よ びmwaluumw,　 sepalに つ いて は,そ の

対 象 か ら除 外 され る。imwettemwaiuが 除 外 され るの は さ き に のべ た よ うに,出 産 ・

月 経 に と もな うけが れ がtaubaangの 力 を 無 効 に す ると い う理 由 に よ る。 しか し,家

屋 の構造 と い う点 か らみ れ ば,こ れ らの除 外 され る家 屋 は いず れ も小 規 模 で あ り,簡

便 な構造 を も って い る。 そ れ ゆ えtaubaangが の りだす まで も な く除外 され る と もか

ん が え られ る。 な お,fale以 外 の 家屋 を対 象 とす る場合 に は,の ちに のべ るbangitab

を お こな う必 要 が な い。bangitabと はrongolibaangを お こ な う さい に と もな うタ

ブ ーを さ して い る。

　 また,rongolibaangが 対 象 とす るの は それ が 適 用 さ れ る家 屋 の なか で も特 定 の部

材 にか ぎ られ て い る。 す な わ ち,柱,桁,梁,垂 木,棟 木 お よ び屋 根全 体 で あ る。

rongolibaangが 対 象 と す る の は家 屋構 造 に あ って もと くに そ の主 要 部 材 にか ぎ られ

るわ け であ る。

2.rongolibaangの 補 助 材

　rongolibaangの 作 業 過 程 で い くつ か の 補 助 材 が もち い られ る(表9)。 そ れ らを列

記す る と,つ ぎの ご と くと な る。

(1)tiib:「 テ コ 」。 テ コ は 突 き 棒(peshebubu),支 点(langolipash),押 し棒(tiib)

　 か ら な る 。

(2)gannebong:「 足 場 」。 棟 木 を 交 換 す る さ い 屋 内 に 建 て られ る 。

24)こ の項 の 現 地語 表 記 はCaughey[1977]に よ る。 な お,本 稿 の表 記 で は つ ぎの と お りで あ

　 る。sowurong→taurong,　 sowupwen→taubaang,　 pwen→baang・
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表9補 助 材 の 使 用

補助材名

修復箇所

 tiib 

gannebong 

yaramat 

paash 

bwau 

faib 

meleufeoiu 

goisham 

 laango 

gatiyeti 

sogosog 

limmatelagrag 

tal

柱 桁 梁
垂 棟 屋
木 木 根

(3)yaramat:「 つ っか え棒 」。　yaramatと は本 来 「人 間」 を 意 味 す る。

(4)paash:「 つ っか え棒」。　paashは2本 の 棒 を ク ロス させ,余 裕 を もたせ て しば っ

　 た もの で,2本 の棒 の なす 角 度 を 調 節 す る こと に よ り支 え る高 さを 自 由に 変 化 させ

　 る こ とがで き る。

(5)bwau:固 定 され ず に 自 由 に動 かせ る よ うセ ッ トされ る棒 で,修 復 され る部 材 を

　 仮 りに さ さ え た り,部 材 を 引 き あ げ るた め の ロー プを 通 す 位 置 を調 節 す るさ い もち

　 い られ る。

⑥faib:本 来 「支 持 材 」 を意 味 す るが,補 助 材 と して も もち い られ る。以 下 で は補

　 助 材 と して のfaibを 「補 助支 持 材 」 とよぶ こと にす る。

(7)meleufeoiu:本 来 「軒 桁 」 を 意 味す るが,補 助 材 と して もも ちい られ る。 以 下 で

　 は補 助 材 と して のmeleufeoiuを 「補 助軒 桁 」 と よぶ こ とに す る。

(8)goisham:本 来 「梁 」 を 意 味 す るが,補 助 材 と して も もち い られ る。以 下 で は補

　 助材 と して のgoishamを 「補 助 梁 」 とよ ぶ こと にす る。

(9)　1aangO:「 こ ろ」。

(10)gatiyeti:「 もの さ し」。 垂 木 の 間 隔を そ ろえ るた め につ か わ れ る。

(1D　sogosog:修 復 しよ う とす る部 材 が 左 右 に ふ れ る のを ふ せ ぐた め の ロー プ。

⑫ 　limmatelagrag:あ る種 の ヒ トデ の 名称 で,棟 木 が 適 切 な位 置 に くるよ う調 節 す

　 るた め の ロープ 。

(13)　tal:　 「引 き綱 」。
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　 3.　 rongolibaang

　 rongolibaangは 以 下 に のべ る6種 類7通 りの技 法 か らな って お り,「 柱 の 交 換」 か

らは じま り,し だ い にむ ず か しい ものへ と な らべ られ て い る。 筆 者 がrongolibaang

を伝 授 され た さ い に もこの 順番 で伝 授 が お こ なわ れ た 。

　 な お,屋 根 の復 原 につ い て は,そ の ほ か の場 合 と こ と な る。 対 象 とす る家屋 はimw・

tipaapで あ る。　imwtipaapは 先 にの べ た よ うに,垂 木 はた だL字 断 面 の 鴨居(桁 行)

の うえ にの せ られて い るだ けで,そ れだ け風 にふ きと ば され や す い との こ とで あ る。

　 　 1)　 柱 の 交 換(図13)

(1)交 換 し よ う とす る柱 にま 近 の 位 置で,tiibを 桁 の下 にす えつ け る。

(2)交 換 し よ う とす る柱 の 近 くにす えたtiibよ りも,桁 の 中央 よ りにpaashす えつ

　 け る。

(3)交 換 しよ う とす る柱 の 上 の桁 とは反 対 側 の 桁 に数 本 のyaramatを つ っか え 棒 と

　 して しば りつ け る。 片 側 を 持 ちあ げた さ いに 家屋 が倒 れ る のを 防 ぐた めで あ る。

(4)tiibを 押 し,桁 を 持 ちあ げ る。

(5)paashを しめつ け る。

(6)持 ち あげ られ た 桁 を 支 え るた め にyaramatをpaashの 近 くに た て,つ っか え

　 棒 とす る。

(7)柱 の周 囲 を掘 り,抜 き と る。

(8)準 備 して お い た新 しい 柱 を い れ,穴 を うめ な お す。

図13柱 　 　の　 　交 　 　換
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(9)tiibを 押 しあ げ,桁 の 下 のyaramatを はず す 。

(1⑪paashを ゆ るめ桁 を新 しいsiurの うえ に お ろす 。

⑪ 　補 助 材 を はず す。

　 　 2)　 桁 の 交 換(図14)

(1)交 換 しよ うとす る桁 に平 行 して軒 先 に補 助 軒 桁1を しば りつ け る。

　 これ は,の き全 体 にわ た って取 りつ け られ るが,ふ つ う,補 助 軒桁 は 用意 した 材 を

　 2-3本 つ ぎた して しば りつ け られ て もち い られ る。

(2)tiibを 補 助軒 桁1の 両 端 に一 カ所 ず つす えつ け る。

(3)paashを 補 助 軒 桁1の 両 端 にす えつ け る。　paashの 数 は,屋 根 の大 き さ しだ いで

　 加 減 され る。

(4)交 換 し よ うとす る桁 と は反 対 側 の桁 に数 本 のyaramatを しば りつ け る。

(5)tiibを 押 し,屋 根 の片 側 を うか せ る。

(6)paashを しめつ け る。

(7)補 助 軒 桁1の 下 にyaramatを た て,支 え とす る。 本 数 は,屋 根 の大 き さに よ っ

　 て加 減 す る。

(8)bwauを2本 屋 内 に持 ち込 み,そ れ ぞ れ 一端 を交 換 しよ うとす る桁 の 側 の 柱 の根

　 元 にす え,こ の桁 行 とは直 角 に床 に ね かせ る。 このbwauは,柱 の地 上 部分 よ り も

　 や や長 めで あ る。

(9)新 しい桁 を屋 内 に持 ち こみ,(8)で 用 意 したbwauの 上 にの せ る。 そ の 位 置 は

　 bwauを 立 て た とき,桁 の高 さ にな る位 置 に あ た る。

(1⑪　補 助 軒桁 皿を用 意 し,梁 よ り も上 の位 置で 垂 木 に しば りつ け る。

図14桁 　 　の　 　交 　 　換
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⑪ 　 補 助軒 桁 皿 と梁 を しば りつ け る。桁 を はず す と き梁 の重 み を さ け,ま た その 脱 落

　 を ふせ ぐた めで あ る。

⑫ 　 補 助梁 を梁 よ り も上 部 で棟 束 お よび垂 木 に しば りつ け る。 棟 束 を脱 落 させ な いた

　 めで あ る。

⑱ 　 talを2本,補 助軒 桁 皿 のす ぐ上 の位 置で 屋 根 材 の す き間 を通 し,補 助軒 桁 皿の

　 上 を 経 由 して 桁 の両 端 に しば りつ け る。

αの 桁 と梁,垂 木 をつ な いで い る ロー プを 切 断 す る。

⑮ 　talで さ さ え つ つ桁 を お ろす 。

⑯ 桁 を は こび だす 。

⑰ 　 さ きほ ど のtalを,　 bwauに のせ て お い た新 しい桁 にbwauと もど も しば りつ け

　 る。

⑱talを ひ き,桁 を もち あ げ る 。 この と きbwauは 桁 の 支 え とな って い る。

　 　 新 しい桁 を 所定 の位 置 にす え る。

⑲ 　 tiibを 押 し,　yaramatを はず しpaashを ゆ るめ る。

⑳ 　新 しい桁 と梁,垂 木 を しば りつ け る。

⑳ 　補 助材 を か た づ け る。

　 　 3)　 梁 の 交 換(図15)

(1)交 換 しよ うとす る梁 の 側 の ど ち らか の 柱 の 根 元 にbwauの 一 端 を あて,屋 内 の

　 床 に横 た え る。bwauの 長 さ は,柱 の地 上 部 分 よ りもい くぶ ん長 く しな けれ ば な ら

　 な い。

(2)交 換 す る梁 よ り も上 の 位 置 で 補 助梁goishamを 棟 束 と垂 木 に む す びつ け る。

(3)talを 補 助 梁 の うえ に か け る。

図15梁 　 　の　 　交　 　換

398



杉藤　　家屋の建築 ・・修復 に関する伝統的知識 と技術

(4)新 しい梁 を 屋 内 に は こび いれ,そ の 一 端 をbwauに の せ,他 端 をbwauが あ て

　 られて い る柱 と は反 対 側 の柱 の根 元 にあ て る。

(5)補 助 梁 にか けたtalを 新 しい梁 とbwauに しば りつ け る。

⑥ 　talを ひ き,新 しい梁 を桁 に もたせ か け る。

(7)talを はず し,新 しい梁 の 地 面 につ いて い る端 に しば りな おす 。

(8)talを ひ き,新 しい梁 の の こ る端 を桁 の上 にの せ る。 これで 新 旧 の梁 が な らん で

　 桁 に の って い るわ けで あ る。

(9)交 換 しよ う とす る側 の梁 の 棟束 の近 くで,棟 木 の 適 当 な位 置 に あた る よ うにtiib

　 を す え つ け る。

⑩ 桁 と交 換 しよ うとす る梁 を むす んで い る ロー プ を 切 断す る。

⑪ 　tiibを 押 し棟 木 を 押 しあ げ る。

⑫ 　 交 換 しよ う とす る梁 をつ いて棟 束 を はず し,梁 を 下 に お ろす 。

⑱ 　新 しい梁 を定 位 置 にす え る。

ω 　tiibを もど し,棟 束 を梁 の上 にの せ る。

㈲ 　新 しい梁 と桁 を ロー プ で むす ぶ 。

⑯ 　補 助 材 をか た づ け る。

　 　 4)　 垂 木 の 交 換(1)(図16)

(1)交 換 しよ うとす る垂木(両 端 の垂 木(weoilimaat)の 場合 で あ る)を む す んで い

　 るす べ て の ロープ を 切 断 す る。

図16垂 　木 　の 　交 　換
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(2)こ の垂 木 を適 当 な 数箇 所 で 切 断 す る。

(3)切 断 した 垂木 を ぬ き と る。

(4)棟 木 にtalを か け,新 しい垂 木 にむ す びつ け る。

(5)talを ひ き,新 しい垂 木 を ひ き あげ る。

(6)妻 び さ しの側 か ら新 しい垂木 を所 定 の 位 置 に 押 し こむ 。

(7)新 しい 垂木 を ロ ー プで しば り固定 す る。

(8)　か た づ け る。

　　 5)　 垂 木の交換(2)(図16)

　中間部の垂木の交換の事例である。ここでは妻びさしか らかぞえて2番 目の垂木を

交換する場合をのべる。そのほかの場合でも(4)から(7)の過程を くりかえす ことによっ

てどの垂木でも移動 させ交換することができる。

(1)交 換 しよ う とす る垂 木 につ なが るす べ て の ロ ープ を 切 断 す る。

(2)こ の垂 木 を適 当 な数 箇所 で 切 断 す る。

(3)切 断 した垂 木 を順 次 ぬ き と る。

(4)は ず した垂 木 に 対 して妻 び さ しに遠 い 側 の垂 木 の上 を 通 して 適 当 な 位 置 で2本

　 (上部 と下部)のtalを か け,妻 び さ し側 の垂 木(weoilimaat)に む す び つ け る。

(5)妻 び さ し側 の垂 木 を 固定 して い る ロープ を 切 断 す る。

(6)talを ひ き,あ らか じめ垂 木 の 間 隔 にあ わ せ て 切 って お いたgatiyetiを もち いて

　 垂 木 の 間 隔 に あわ せ て 所 定 の位 置 に垂 木 を は め こむ。

(7)移 動 させ た 垂 木 をu一 プ で しば り固 定 す る。

(8)棟 木 にtalを か け,新 しい垂木 に むす びつ け る。

(9)ta1を ひ き,新 しい垂 木 を もち あ げ る。

(le)妻 び さ しの側 よ り新 しい垂 木 を所 定 の 位 置 に押 しこむ 。

⑪ 　新 しい垂 木 を ロー プ で しば り固 定 す る。

⑫ 　 か たづ け る。

　 　 6)　 棟 木 の 交 換(図17,18)

(1)gannebongを 組 み 立 て る・gannebongは,最 上 部 の水 平 材 まで の 高 さのyara-

　 mat(1)お よ び,桁 の長 さ ほ ど のyaramat(皿)か らな る。　yaramat(1)を 等

　 間 隔 で な らべ た て て,最 上 部 の水 平 材 に しば りつ け る。棟 木 を は さん で 反 対側 の最

　 上 部 の水 平材 に も,yaramat(1)を 等 間 隔で な らべ た て,し ば りつ け る。　yaramat

　 (1)の 本 数 は家 屋 の大 き さ しだ い で き め られ る。
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図17　 gannebongの 仕 組

図18棟 木 の 交 換

(2)yaramat(丑)を 水 平 に下 か ら順 にyaramat(1)に 等 間 隔 で しば りつ け て い く・

　 間 隔 は棟 木 の重 さ しだ い で決 め られ る。

(3)(1),(2)で つ くった2組 のgannebongに 橋 わた し可 能 な長 さ の補 助 支 持材1を2

　 本,gannebongの 最 上 部 で,そ の両 端 に わ た しか けて お く。
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(4)talを2本 棟 木 の両 端 に しば り,第2棟 木 の 上 を経 由 して 屋 根 材 の下 を く ぐ らせ,

　 屋 根 の外 にな げ だ して お く。 このtalは 十分 な長 さが 必 要 で あ る。

(5)1aallgoを2組 のgannebongの あ いだ の 地面 に数 本 な らべ て お く。 お ろ した 棟

　 木 を搬 出す るた めで あ る。

(6)棟 木 にむ す ば れ て いた す べ て の ロー プ を 切 断す る。

(7)屋 根 の外 に 出 して お いたtalを ひ き,棟 木 を確 保 す る。

(8)棟 束 をつ いて はず す 。

(9)talを ゆ るめ,　gannebongに わ た しか けた 補 助支 持材1で 確 保 しつつ 棟 木 を お ろ

　 して ゆ く。 梁 は片 側 ず つ順 に さ け る。

(10)お ろ した 棟 木 を1aangoに のせ て 搬 出 す る。

(1D　両 側 の梁 か ら等 距離 の位 置 に,補 助 梁 を桁 に のせ しば りつ け る。

⑫ 　 補 助梁 の支 え と して数 本 のyaramatを た て,そ の下 に つ っか え棒 とす る。

⑱ 　 補 助梁 の 中点 の 直下 に浅 い穴 を掘 る。

qの 棟 木 の位 置 ま で の高 さを もっbwauを2本 用 意 し,そ の先 端 近 くに補 助 支 持 材 皿

　 を む す びつ け2本 のbwauを 連 結 す る。

⑮bwauの 一 端 を補 助 梁 の下 の 穴 にい れ,ど ち らか都 合 の よ い側 の梁 の 上 に もた せ

　 か け る。 このbwauは2組 のgannebongの あ い だ にた て られ る こ とに な る・

(16)新 しい棟 木 を さ きほ どの 梁 に もた せ か け,新 しい棟 木 の 中 点 がbwauと 補 助 支

　 持 材 皿 が むす ばれ た 位 置 に くるよ うに押 しあ げ る。

㈹ 新 しい棟 木 を 補 助 支 持材 皿 とむ す び つ け る。

as)ta1を 新 しい棟 木 の 両端 に むす びつ けて お く。

⑲ 　bwau皿 を 補 助梁 とbwauを もたせ か け て いな い側 の梁 と の あ いだ に た て,bwau

　 皿 を屋 外 に た て る。

(20)tal皿 を 新 しい棟 木 の中 点 か らbwau皿,　 bwau皿 とに むす ぶ 。　ta1皿 は十 分 の

　 長 さが 必要 で あ る。

㈱ 　tal皿 を ひ き,　talとsogosogで バ ラ ンス を と り,新 しい棟 木 を ひ き あ げ る。

e2)新 しい棟 木 を 支 え るbwauが 補 助梁 の と ころ まで きた とき,　tal皿 を 附近 の コ コ

　 ヤ シ等 に しば りつ け,動 か ぬ よ う固定 す る。

幽 　 bwauを 補 助梁 に しば りつ け る。

⑳talを ひ っぱ り,新 しい棟 木 の位 置 を 調 整 しつ つ 棟 束 を は め こむ 。

　 　 新 しい 棟 木 に つ な が るべ き所 定 の材 を ロー プで しば りつ け る。

㈱ 　か た づ け る。
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図19屋 根 の 復 原

　 　 7)　 屋 根 の 復 原(図19)

(1)吹 き とば され た屋 根 全 体 を 作 業 に適 す る位 置 まで 引 きず って くる。

(2)両 方 の土 台(梁 間)の 中点 前方 の適 当 な位 置 に穴 を 掘 る。

(3)棟 木 まで の 高 さ の あ るbwau　 Iを2本,そ れ ぞ れ(2)の 穴 に一 端 を いれ,他 端 を

　 引 きず って きた屋 根 の棟 木 の先 の と ころ に あ わせ る。

(4)bwau皿 を 屋根 と家 屋 を へ だ て て反 対 の位 置 に用 意す る。 長 さ はbwau　 Iと 同

　 程 度 の長 さで あ る。

(5)補 助 支 持材(faib)を 両 側 の 鴨居(梁 間)の 中央 に しば る。 補 助 支 持材 の一 端 は,

　 屋 外 につ きで て い る。 屋 根 を 引 きお こ した さ い,bwau　 Iが ゆ きす ぎて 倒 れ るの を

　 ふ せ ぐた め で あ る 。

(6)talでbwau　 Iと 棟 木 を しっか り しば り,　bwau皿 を経 由 して,十 分 の長 さを の

　 こ して これ を 引 き綱 とす る。

(7)ta1を ひ き屋 根 を もち あ げ,補 助 支持 材 の と こ ろでbwau　 Iを そ れ にむ す び つ け

　 る。

(8)talを ほ ど き屋 根 を 定 位 置 に のせ る。

(9)補 助 材 を か た づ け る。

VI.伝 統 的知識 とその変容

　 1.rongとreepiy

　 エ ラー トにお け る伝 統 的 知 識(rong)は だ れ もが 知 って い る知 識 で は な い。 そ れ に

た い して,だ れ で も知 って い る知 識 はreepiyと よば れ る。　reepiyと は 「実 際 的知 識 」

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 403
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を意 味 し,転 じて 「利 発 な」 とか 「か し こい」 と い う意 味 に も もちい られ る。reepiy

と は,具 体 的 に い え ば,カ ヌ ーの こぎ方,ヤ シの木 に の ぼ る方 法,料 理 の仕 方 な ど,

日常 生 活 を い とな む うえで 必 要 な こ とで,知 って い る こと が 当然 とお もわ れ る よ うな

知 識 で あ る。

　 と こ ろがrccpiyに はyaliusに か か わ る知 識 が 欠 如 して い る。　yaliusと は,エ ラ

ー トの人 び とに と って
,森 羅 万 象 に や ど る精 霊 で あ る。 た と え ば,嵐 を お こす の は

yaliusで あ り,雨 をふ らせ た り旱 ば つ にす るの もyaliusで あ る。 人 間 が 死 ん だ り,

病 気 にな った りす る の もyaliusの せ いで あ る。 魚 が とれ なか った り,パ ンノ キ の実 の

で きが わ る くな る の もyaliUSの せ いで あ る。 そ う した さま ざ まな 現象 を ひ きお こ す

超 自然 的 存 在 がyaliusと み な され る。 そ う したyaliusに か か わ る知 識 がrongと よ

ばれ る。 す な わ ち,rongと は,　yaliusの ひ き お こ した もの が ど うい う現象 で あ るの

表10サ タ ワル 島 のrongの 種 類'[石 森 　 1980:42]

1遠 洋航路 に関するロン

2行 方不明のカヌーを よびもどすためのロ

　　 ン

3波 に関す るロン

4　 リー フのヤニ ュー一に関するロン

5流 木に関す るロン

6　サ メに関す るロン

7　カ ツオに関するロン

8　オネキー礁に関す るロン

9飛 魚に関す るロン

10　 タコをよぶためのロン

11　テ ィヌ魚をよぶた めの ロン

12　パテ ィ魚をよぶための ロン

13　 ウォ リック魚 をよぶためのロン

畿 欝 欝 綿;](ヤ ニューがことなる)

1矯 欝 篇 器](ヤ ニューがことなる)
18　 タツマキを遠 くにや るためのロン

19雷 に関するロン

20　 タロイモをよぶためのロン

21パ ンノキの実をよぶためのロン

22　 ココヤ シの実をよぶためのロン

23子 どもの病気をなおすためのロン

24女 性の病気をなおすためのロン

25マ ーポ リッカル とい う病気 をな おすため

　　の ロン

26　 マープ クプクとい う病気をなおすための

　　 ロ ン

27　 マ■一一セニ ピックとい う病気をなおすため

　　 のロン

28　 マーヤ ァイナ ップ という病気をなおすた

　　 めの ロン

29　 ニプロプルとい う病気をなおすための ロ

　　 ン

30　 どのヤニューが病気をおこしているかを

　　知 るためのロン

31精 神的 ショックを うけた人をなおすため

　　 のロン

32　 うちみ ・ねん ざをなおすための ロン

33外 傷をなおすためのロン

34　数 占いに関す るロン

35　 ア ッキネキ ンとい う占いに関す るロン

36転 覆 したカヌーを復元す るためのロン

37　 カヌー小屋 の建築 ・修理 に関するロン

38護 身術 に関す るロン

39海 で おぽれた人をよみがえ らせ るための

　　 ロ ン

40　 カヌーづ くりに関するロン

41行 方不明者を よびだすためのロ ン

42異 性を惚れさせ るための ロン

43大 災害(台 風 ・飢謹)を うけないための

　　 ロン

44　 イマーヌスとい うヤニューに関す るロン

45不 特定のヤニューに関す るロン

注)ヤ ニ ューは エ ラー ト語 でyaliusと 表記 す る。
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か を 知 るた め の,そ して そ う した 事 態 が生 じた と き に,ど の よ うに対 処 す るか な ど に

つ い て の 知識 を さ して い るQ

　 サ タ ワル 島 のrongに つ い て の報 告[石 森 　 1980]に は45種 類 のrongが あ げ られ

て い る(表10)。rongが 数 多 く存 在 す る理 由 は,対 象 とす るyaliusが こ とな れば 対

応 す るrongも こ とな るた め で あ る。 そ れ ゆ え,45種 類 のrongで す べ て のrongが

網 羅 され て い るわ けで は な い[石 森 　 1980:42]。

　rongは あ る特 定 のyaliusに は た らきか けて そ の助 力 を う るた め の知 識 の体 系 で あ

る。 そ の た め,ron9に はyaliusに は た らきか け るた め の 儀 礼 や タ ブ ー を もって お り,

儀 礼 に 関 す る知 識 がron9に と って 重要 とな る。 と りわ け,儀 礼 の な か で重 要 な 役 割

を はた す の は,yaliusに た い す る話 しか けの こ とば と して の 呪 文 で あ る。 呪 文 もま た

rongと よ ば れ る[石 森 　 1980:43]。

　 トラ ック諸 島 のron9に つ い て も報 告 が あ る。　 トラ ック諸 島 にお け るrongは 呪

術 的 儀 礼[MuRDocK　 and　 GooDENouGH　 1947:336]で あ り,呪 術的 な専 門 知 識

[CAuGHEY　 1977:131]で あ る。 そ の なか に は呪 術 的 な歌 や 呪 文,呪 薬 の調 合 とい

った知 識 もふ くまれ て い る[BoLLIG　 1927:43-45;LEBAR　 l963:67]。 　rongは,

rongを と りあ つか う人 で あ るtaurong25)に つ いて 学 ぶ こと に よ り習 得 さ れ るが,本

来rongはyaliusを 通 じて 人 間 に あ た え られ た もの とみ な され る[BoLLIG　 1927:

43;CAuGHEY　 1977:132]。 　rongと い う語 の もと も との 意 味 は 「聴 く」 で あ る26)。

す な わ ち,rongと は人 間 がyaliusか ら 「聴 」 い て習 得 した 知 識 とい え る[BoLLIG

l927:43]。 　rongは,超 自然 的存 在 で あ るyailusの 知 識 で あ るゆ え に,　 taurongは

食物 禁 忌 や性 的 タ ブー を ま も らね ば な らず,rongの 守 護 神 に た い して 食 物 を そ なえ

な くて は な らな い[LEBAR　 1963:67]。

　 rongに つ いて ま と め る とつ ぎ の よ うに いえ る。

(1)rongはyaliusに かか わ る知 識 で あ る。 それ ゆえ,だ れ もが知 って い る知 識 で

　 は な く,特 定 の専 門家 のみ が 知 る秘 儀 性 の 強 い知 識 で あ る。

(2)rongを 駆使 しう るtaurongはyaliusと 人 間 とを 媒 介 す る存 在 で あ る。

(3)yaliusに は な しか け るた め の呪 文 がrongの 核 心 部分 で あ る。

(4)rongはyaliusか らさ ず け られ た もの で あ り,そ れ ゆ え に課 され た,守 らね ば

　 な らな い タ ブ ーの体 系が 存 在 す る。

25)こ の項 は本 稿 に お け る表 記 法 に あ らた め た 。J・Caugheyの 表 記 で はtaurongはsouron9,

　 yaliusは6n丘 で あ る　 [CAuGHEY　 l977]。　L　Bolligの 表 記 で はyaliusは6nuで あ る[BoLLIG

　 1927]。

26)エ ラー トにお いて はrongorongが 「聴 く」 で あ る。
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2.rongの 社 会 的 意 味

　 　 1)財 と し て のrong

　 す で に のべ た よ うに,rongを 知 って い る人 をtaurongと よぶ 。　rongは,　 taurong

と い う称 号 を もつ わ ず か の 人 た ち しか 知 らな い とい う意 味 で 社 会 的 に稀 少 性 を も って

い る。 そ れ ゆ え,rongに は あ る種 の 価 値 が付 与 され て お り,　rongを 伝 承 して い る

taurongに は威 信 が 付 与 され る。

J.Caugheyに よれ ば,ト ラ ック諸 島 に お いて,人 び とが所 有 して い る こ とが 望 ま

しい と され て い る4種 の財 産 が あ る。 そ れ は,「 土 地(f6nU)」,「 食物(mw6ng6)」,

「品 物(pisek)」,「 専 門 知識(roong)」 で あ る[CAuGHEY　 1977:53]。 人 び とは,こ

れ らの財 産 をふ や した り,あ らた にえ るた め に さ ま ざ まな 努 力 をす る。rongは,ま

さに 無形 財 産[GooDENouGH　 1951:52-56]で あ り,土 地 や食 物,品 物 あ るい は別

のrongと ひ きか え る こ と も可 能 で あ る[CAuGHEY　 1977:60-61]。 この点 はエ ラ

ー トにお い て も例 外 で はな い 。 男 に と って な ん らか のrongを 知 って い る こと は,名

誉 で あ る と同 時 に,rongは な にか を うる こ との で き る財 で あ った。 か つ て はrongを

習得 す るた め に若 者 た ち は競 ってtaurongの と ころ にか よいつ めた ので あ る。　rong

は,個 人 に と って の み有 益 な財 産 で あ るばか りで はな く,そ の個 人 が 所 属 す る集 団 に

と って も貴 重 な 財 産 で あ った 。

　 　 2)継 承 さ れ るrong

　rongの 継 承 に は2通 りの方 法 が あ る。 ひ とつ は特 定 の血 筋 を た ど って 継 承 され る

場 合 で あ り,も う ひ とつ は 「弟 子入 り」 を してrongを 習 得す る場 合 で あ る27)。

　 第 一 の方 法 に は さ らに2種 の もの が あ る。 まず,男 系 をた ど って 継 承 さ れ る場 合 で

あ る。 つ ま り,チ チか らムス コへ の 継 承 で あ る。 母 系社 会 で は,チ チ と ム ス コ は所 属

す る集 団 が こ とな るわ けで あ るか ら,こ の場 合rongは チ チ の集 団 か ら ムス コの集 団

図20rongの 　　継 　　承

注)破 線は出自集団が ことなることを示す。

27)杉 浦健一 によれば,ヤ ップ島にもこうした 秘密の知識 を継 承する2通 りの 方 法 があ った

　[杉浦1939:141]。
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へ と移 譲 され る こ とに な る。 逆 に い えば,数 多 くのrongを 知 る男 と結 婚 す る とい う

こ とは,rongを 手 に いれ る こ とで もあ る。 い っぽ う,　taurongに は 自分 が所 有 して

い るrongを 自 己の集 団 の財 と して 次世 代 につ た え る こ とが要 請 され て い る。 そ こで,

taurongは 自己 の女 キ ョウダ イの ム ス コへ とrongを つ た え る。 す な わ ち,　rongは

母 方 の オ ジか らオ イへ と継 承 され るわ けで あ る。 図20は,rongが 特 定 の 血筋 を通 じ

て継 承 され て い くさい の モ デル で あ る28》。

　 の こるrongの 継 承 法 は 「弟 子 入 り」 の 場合 で あ る。 自分 の所 属 す る集 団 の な か に

す ぐれ たtaurongが い な い若 者,あ るい は あ らた なrongを 追 求 しよ うとす る若 者

はtaurongの と こ ろに毎 晩 の よ うに ヤ シ酒 や魚 を持 参 し,　taurongが 病 気 にな れ ば

世 話 を しにで か け な けれ ば な らな い。taurongは,自 分 の と こ ろに や って きた 若 者 の

なか か ら優 秀 で,し か も自分 に た い して親 切 をか か さぬ 者 を え らびrongを 教 え は じ

め る。若 者 が も しそ のrongの 全 容 を 知 ろ うと す る な らば,か な りの 謝礼 を はず まな

けれ ば な らな い。 そ の謝 礼 と して は,伝 統 的 に は お もに 腰 布(toer)が もち い られ た

[杉 藤 　 1982:78-79]。

　 rongが 継 承 され るの は,ふ つ う男 性 の み で あ る。 た だ し,女 性 がrongを 学 ぶ 場

合 が 皆 無 とは い え な い。,それ は,先 にの べ た チ チー ム ス コ,オ ジー オ イ と い った 関係

に もとつ いて継 承 され るべ きは ず の と こ ろ,な ん らか の理 由で しか るべ き男 性 の 継 承

者 が い な い場合 に お こなわ れ る こ とが あ る。す な わ ち母 系 出 自集 団 の財 産 で あ るrong

を う しな わ ず に次 の世 代 に伝 授 す るた め に 女性 がrongを 学 ぶ わ け で あ る。 した が っ

て,こ の場 合,女 性 のtaurongは,か な らず 自 分 の ム ス コ にの み 教 え,「 弟 子 入 り」

に よ る継 承 法 はお こなわ れ な か った29》。

3.伝 統的知識の変容

　1950年 代 に はい って,中 央 カ ロ リン諸 島 の 島 じま は,つ ぎつ ぎ とキ リス ト教(カ ト

リック ・イ エズ ス会)に 集 団 改 宗 して い った。 エ ラー トが改 宗 した の は1954年 の こと

で あ った 。た だ し,改 宗 の動 機 とな った の は宗 教 上 の 理 由 で は な く政 治 的 な もの で あ

った 。 エ ラー トを ふ くむ カ ロ リ ン諸 島 西部 の 島 じま は,ユ リシー環 礁 モ グモ グ 島 に従

属 して い る。 その モ グ モ グ 島が キ リス ト教 に改 宗 した との 知 らせ がつ た え られ た 。 そ

の た め 島 じま は一斉 に キ リス ト教 に改 宗 した ので あ った 。 改 宗 の動 機 が 政 治 的 な もの

で あ れ,キ リス ト教 に 改宗 す る と い う こと は,結 果 と して宗 教 的 に おお きな 変 化 を ひ

28)母 方のオジか らオイへという継承ルールは,ト ラック諸 島でもおこなわれる[MuRDocK　 and

　 GooDENouGH　 1947=336]。
29)女 性による知識 の継承は トラ ック諸 島で もみ られ る[GooDENouGH　 J　951:51]。
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きお こ した。

　rongが 伝 統 的 な カ ミで あ るyaliusに か か わ る知 識 で あ り,　yaliusと の コ ミュニ ケ

ー シ ョ ンの部 分 がrongの 核 心部 分 を 占 めて い た た め に
,そ れ だ け キ リス ト教 の 受 容

に よ って こ うむ った変 化 はお お きか った 。 一 神 教 で あ る キ リス ト教 を受 容 す る とい う

こ と は森 羅万 象 に遍 在 す るyaliusは 排 さ れ る と い う こ とで あ る。 した が って,数 多

くのyaliusと の コ ミュニ ケ ー シ ョン は必 要 で な くな り,　yaliusに か か わ る知 識 と し

て のrongも ま た そ の大 半 は必 要 性 を う しな って しま った。

　 と こ ろが,現 在 で も入 び との あ い だ で伝 承 され て い るrongが 存 在 す る。 カ ヌ ー に

よ る航 海 術,カ ヌー造 船 術,転 覆 した カ ヌ ー の復 原,家 屋 の建 築 ・修 理,病 気 治療 な

ど に関 す る もの で あ る。 これ らに共 通 して いえ る こと は,こ れ らのrongは す べ て,

特 定 の明 確 な 技 術 の体 系 を ふ くん で い る点 で あ る[石 森 　 1980:45]。

　 こ う した技 術 は,現 在 の社 会 生 活 に おい て も,い まだ に実 用 的価 値 を もって い る。

と ころ が,キ リス ト教 を信 じる以 上,yaliusを 信 じる こ と は許 され な い。 その た め,

yaliUSに か か わ る部 分 を 切 りす て,技 術 的 部 分 だ け を継 承 しな けれ ば な らな くな った

の もや むを えな い こ とで あ った 。 現存 して い るrongは ま さ にyaliusぬ きのrong,

つ ま りカ ミぬ きの 伝 統 的 知識 で あ る[石 森 　 1980:45]。 以 下,伝 統 的知 識 の変 容 に

つ い て,家 屋 に関 す る知 識 を例 に考 察 を す す め る こと にす る。

　 エ ラー トで は家 屋 に関 す る伝 統 的 知 識 に は2通 りの も のが あ る とか ん が え られ て い

る。 そ れ は,家 屋 の建 築 お よ び家 屋 の修 復 に 関す る知 識 で あ る。 す で に のべ た よ うに

エ ラー トで は,家 屋 の修 復 に関 す る知 識 はrongと さ れ,　 rongolibaangと 名づ け ら

れ て い る。 それ にた い して,家 屋 の建 築 に 関す る知 識 は,rongで あ る とは み な され

ず,し た が ってrongの つ く名称 を もつ 知識 は存在 しな い。

　 と こ ろで,エ ラー トで は,家 屋 の建 築 も し くは カ ヌー の建 造 に関 す る知 識 を保 持 し

て い る者 は,sennapと よば れ る。　sennapと い う称号 はtausennapと は よば れ は し

な い もののtaurongの ひ とつ と されて い る。 しか し,　 taurongの 一 員 で あ る場合 の

sennapは 「家 大 工 」 を意 味 せ ず,「 船大 工 」 を意 味 して い る。 い っぽ うsennaPに

rongを つ け て造 語 を つ くる こと が で き る。　rongolisennapで あ る。 これ は 「カ ヌ ・一・一・

建 造 に 関す る知 識 」 を意 味 す るが 「家屋 建 築 に関 す る知 識」 を 意 味 しな い。 つ ま り,

「家 大 工 」 はsennapで あ るに もかか わ らずtaurongで は な く,い っぽ うrongの 種

類 を さす 名称 に は,rongolisennapと い う語 が存 在 す る に もか か わ らず,そ れ は 「家

屋 建築 に 関す る知 識 」 で は な く,「 カ ヌー 建造 に 関す る知 識 」 を 意味 して い る。 こ う

した 事 実 に は,そ の理 由 と して つ ぎ の点 が か ん が え られ る。 それ は,家 屋 の 建 築 に 関
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す る知 識 の か な りの部 分 が だ れ もが し って い る知 識 とみ な され て い るか らで あ る。

　 伝 統 的 な家屋 の建 築 に あた って,そ の部 材 は,ク ギ を一 本 もつ か わ ず に コ コ ヤ シ ロ

ープ で しば られ るだ けで あ る。 そ う した ロ ーブ。の しば り方 はだ れ もが 知 って い る知 識,

つ ま りreepiyで あ る。 また 屋 根 を ココ ヤ シ の葉 の マ ッ トでふ くこ と,こ れ もま ただ

れ もが で き る こ とで あ る。 あ るい は小屋 組 の方 法 につ いて も同様 で あ る。 これ らの知

識 はrongで はな くreepiyと み な され て い る。

　 と ころ が,家 屋 の 建 築 に 関 して ひ とつ だ けreepiyで は な い とみ な され て い る も の

が あ る。 そ れ は,主 要 部 材 の 長 さ の比 な どに 関 す る 計 測法 にか か わ る こと が らで あ る。

と はい え,そ れ らにつ いて 聞 き と りをす る うえ で さほ ど抵 抗 が な か った。 つ ま り,秘

密 の知 識 とい うと りあつ か いを うけて い な い。 ま た,計 測法 に 関 してrongの 語 を接

頭辞 に もつ 語 も存 在 しな い。 つ ま り計 測 法 に 関す る知 識 はrongで もな い とか んが え

られ て い る。

　 J.Caugheyは トラ ック諸 島 にお け るrongを9種 類 あ げて い る。そ の筆 頭 に あ げ ら

れ て い るの が 「家 屋 の 建 築 に 関す る知 識」 で あ る[CAuGHEY　 l　977:131]。 家 大工

で あ るsowuwimw30)は 家 屋 の部 材 の長 さの 算 出法,家 屋 の方 向,建 築 過 程,そ の過

程 の各 段 階 で 必要 な呪 薬 の調 合 法 を知 って い る。 か れ は家 屋 の部 材 の秘 密 の 名 を知 っ

て い る。 そ して,か れ の知 識 には,家 屋 を 空 中 に とば した り,部 材 を ま とめ あ げ るた

め の妖 術(sorcery)も ふ くま れ て い る[cAuGHEY　 l977:133-138]31)。 　J・caughey

の あ げた トラ ック諸 島 に お け る事 例 が エ ラー トにお け る本 来 の 「家 屋 建 築 に 関 す る知

識 」 で あ る と仮 定 す るな らば,現 在,エ ラー トの それ がrongで な い と され な が ら も,

sennapと い う称 号 や 計 測法 につ いて の あ い ま い さ を も って い る こ と の 説 明 が つ くよ

う にか んが え られ る。

　 す な わ ち,rongは か つ てyaliusの 力 に よ って裏 づ け られ,　yaliusに よ り人 間 につ

た え られ た もので あ った 。 しか し,キ リス ト教 が 受 容 され たた めに 大 きな変 化 を余 儀

な くされ た 。公 開 の場 で,人 び との面 前 で お こな わ れ な けれ ば な らない 家屋 の建 築 や

家 屋 の修 復 に関す る伝 統 的 知 識 は と りわ け変 質 を せ ま られ た とか ん が え られ る。つ ま

り,か つ て のrongの 本 質 は,呪 文 を と な え た り,一 連 の 呪 術 的 な行 為 を と もな う秘

儀 性 に あ り,現 実 に お こな われ て い る作 業 過 程 を みて そ の とお りを 「まね 」 よ う と し

て も 「ま ね」 が で きな い の がrongで あ った。 そ して,　 rongは,か ぎ られた 人 び と

30)こ の項 はCaughey[1977]の トラック語表記 による。なお,本 稿 の表記はつぎの とお りであ

　 る。　SOwuimW→tauimW

31)ヤ ップ島では,か つて家屋の建築にさい し,占 いや祈 りがかな らずともな ったとの ことであ

　 る[杉 浦　1939:143-145;小 林　1978;46-47]。 杉浦健一は家大工 は祈疇師であると同時 に

　 技術家であ るとのべて いる[杉 浦　 1939=144]。
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の み が知 りえ た 知 識 な の で あ った 。 そ れ に た い し,現 存 して い るrongの 大 半 は,

rongの 本 質 で あ る呪 文 や 呪 術 な ど の秘 儀 に関 す る部 分 は す で に う しな われ て お り,

現 実 に お こな われ る作 業 を そ の ま ま 「まね 」 る ことが で きれ ば,そ れ がrongの 全 容

を 「ま ね 」 た こと にな るわ けで あ る。

　 筆i者がtaubaangで あ るMaliumai氏 か ら伝 授 され たrongolibaangはrongと

よ ばれ る もの の,も は やrongの 核 心 部 分 で あ る 呪文 はふ くまれ て い な い。　Maliumai

氏 がrongolibaangの 伝 授 を うけた 時 期 は,す で にキ リス ト教 が 受 容 され て の ち の こ

とで あ った 。 そ れ ゆ え,か れ はrongの う ちyaliusに か か わ る部 分 を 伝授 さ れ な か っ

たわ けで あ る。 しか し,か れ のrongolibaangに は,伝 統 的 なrongの す が た の一 部

が の こ され て い る。 そ れ は,bangitabと よば れ て お り,　tabと は 「タ ブー 」 で あ り,

bangitabと は 「家 屋 修 復 にか か わ る タブ ー」 を 意 味 して い る。

　 家屋 の修 復 を お こな う 日,taubaangお よ び作 業 を 手 つ だ う者 た ち は起 床 して か ら

作 業 が終 了 す る まで の あ い だ,水 を の ぞ いて 一 切 の もの を 口 に して はな らな い32)。 ま

た ヤ シ酒 づ く りな ど毎早 朝 に お こなわ れ る仕事 もお こな って はな らな い。 そ の か わ り,

補 助材 の あ とか た づ け を の ぞ いて 一 切 の作 業 が 終了 した と き,作 業 に参 加 した 者 た ち

は と もに食 事 を と る。

　 ま た,か つ て のrongolibaangの う ち,呪 文 に関 す る こ とが らにつ いて,　Maliumai

氏 は わず か に記 憶 に と どめ て い る。 た だ し,そ の具 体 的 な 内容 は一 切記 憶 され て お ら

ず,た ん に伝 聞 した も のが 記 憶 さ れて い る にす ぎな い。 そ れ は,rongの 伝 承 の 系譜

に かか わ る部 分,rongの 守 護 神 で あ るyaliusへ の依 頼 の部 分,お よび作 業 後 の食 事

の さ い に お こ なわ れ る呪 文 につ いて で あ る。

　 taubaangは,作 業 を は じめ よ う とす る と き,ま ず,こ れ か らお こな う とす るrong

の伝 承 の 系譜 に 関す る呪 文 を とな え る。 呪 文 は,rongを 人 間 につ た え たyaliusの 名

か らは じま り,代 々 そのrongを つ た えたtaubaangの 名 を順 を お って あげ て ゆ く こ

とで は じめ られ る。 自分 の名 前 が 最後 に くるわ けで あ る。 そ して,rongを つ た え た

yaliusに た い し,こ れ か らは じめ よ う とす る作 業 を見 守 り,援 助 して くれ るよ うに た

のむ 。 そ の あ とragish(Cal(拠 〃 π観inoPh211um)の 若 葉 と ココヤ シの 若 葉(緑 色)

を あわ せ コ コヤ シの若 葉(白 色)で しば った ものを 御 幣 を ふ る よ うに ふ る。 こ れ を

32)サ タワル島においてs6wpwang(taubaang)が おこな う魚 に関する食物禁忌についての 詳 細

　 な報告がある。それは,カ ツオ ・マグロに関す るもので,作 業中にその尾部を食べ,そ の他の

　 部分は食べて はな らないとい うもので ある[秋 道　 1981b:101-102]。

　 　 エラー トにおいては,魚 に関するタブーは聞きとれなかったが,bangitabの 対象 となるの

　 は一切の食べ もののほか,コ コヤ シや タバ コもふ くまれる。
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bangibengと よぶ 。 な お,　bangibengは そ の ほか さ ま ざ まな儀 礼 の さい に もお こ な

われ た との こ とで あ る。

　 作 業 が 終 了 す る と,作 業 にか か わ った 全 員 が あ つ ま って 食 事 を と る。 この とき,

taubaangは まず食 物 を ひ とつ まみ と って空 にむ か って な げ,　yaliusに た い して作 業

の無 事 を 謝 す る 旨呪 文 を とな え た 。 これ はronglibaangの 作 業 を 霊 的 な 力で さ さ え

たyaliusに た い す る供 物 とみ な され て い る。

　 以 上 のべ て きた家 屋 に 関す る2種 類 の伝 統 的知 識 につ いて,そ の変 容 に関 して比 較

す る とつ ぎの ご と くと な る。

　 (1)建 築 に関 してrongと い う語 を冠 す る知 識 の 体 系 は 現在 存 在 しな い が,か つ て

　 は存 在 した と推 測 さ れ る。 い っぽ う修 復 に 関 して はrongolibaangと い う語 が 存在

　 す る。

　 (2)い ず れ の 知識 につ いて も,も はやyaliusに か か わ る知 識 は存 在 しな い 。 た だ

　 し,修 復 の さい に は,bangitabが お こな わ れ る。

　 (3)建 築 に関 す る知識 は,も はや だ れ もが 知 って い る知 識 で あ るreepiyに ちか い

　 存在 に な って お り,特 定 の ル ール に した が って知 識 が 継 承 され る こと はな い 。 そ れ

　 に た い して,修 復 に 関 す る知 識 につ い て はrongの 継 承 ル ー ルが 現 在 もま も ら れ て

　 い る。

W.お わ り に

　本稿では,エ ラートにおける家屋の建築および修復に関する伝統的知識について民

族誌的記述をおこなってきた。 しか し,そ のなかで十分にふれることのできなかった

問題がいくつか存在する。本稿をむすぶにあたって,今 後にのこされた課題について

ふれたい。

(1)rongと は,本 来,超 自然 的 存在 で あ るyaliusに か か わ る部 分 が ま さに 核 心 部 分

　 で あ った。 と こ ろが,キ リス ト教 の受 容 後,た とえ ば本 稿 に記 述 したrongolibaang

　 の場 合 の よ う に,現 存 す るrongはyaliusに か か わ る核 心 部分 が欠 除 して い る。

　 しか し,あ る年 齢 以 上 の老 人 は現 実 に使 用 しな い に して もrongの か つて の す が た

　 を記 憶 に とど あ てい る可 能性 が あ る。 した が って,rongの 核 心部 分 を と もな った

　 か つ て の 姿 を と ど め るrongolibaangを 記 録 に と る こ とが 急 務 とか んが え る。 この

　 点 は な に もrongolibaangだ け に と どま らず,　rong全 体 の問 題 で もあ る33)。

33)こ の問題 については石森秀三がすでに強調 してい る[石 森1980:45-46]。
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(2)本 稿 で は,ひ と りのtaubaangの 知識 に もとづ き記 述 を お こ な った 。しか し,今 後

　 の課 題 と して は,別 のtaubaangか ら知 識 を え て 比較 研 究 を お こな う こ とが必 要 で

　 あ る。rol19はyaliusに よ って人 間 につ た え られ た もの で あ り,rongが つ た え られ

　 た時 と場 所 が こ とな れ ば,そ の 内容 もま た こ とな って い る はず で あ る34)。rongoli-

　 baangの 場 合,ど りわ けそ の技 術 の比 較 が こ ころ み られ るべ きで あ る。

(3)rongの 核 心 部 分 で あ る呪 文 に はron9に 関 す る伝 承 の 系譜 が ふ くまれ て い る。

　 した が って,rongolibaangに と ど ま らず,多 数 のrongの 伝 承 の 系譜 を比 較 研 究

　 す る こ とに よ り,rongの 系譜 を 通 して み た島嶼 問 関 係 を 把 握 で き る とか ん が え る。

(4)Maliumai氏 によ れ ば,　rongolibaangの 意 義 はつ ぎ の4点 で あ る。

　 a)修 復 しよ う とす る構 造 材 以外 に はで き るだ け 損傷 を あ たえ ない よ うに す る。

　 b)　 した が って,作 業 後 に大 規 模 な 補修 は不 用 で あ る。 ま た,家 屋 の全体 的 な解 体

　 　 修 理 もrongolibaangの お こな う と ころで はな い 。

　 c)作 業 は,で き るか ぎ り少 人 数 で お こな う。

　 d)作 業 はで き るか ぎ り短 時 間で お こ な う。 早朝 か らは じあ,昼 す ぎ 頃 まで に完 了

　 　 せ ね ば な らな い。

　 　 以 上4つ のrongolibaangの 意 義 を ふ ま えて,仕 事 の量 につ い て か ん が え る。 仕

　 事 の 量 を人 数 と作 業 時 間 の積 とす る。す る と一 定 量 の仕 事 の量 を 機 械 の 力 を か りる

　 こと な く人 力 だ けで や りと げ るた め に は,2通 りの方 法 が あ る とか ん が え られ る。

　 す な わ ち,大 人数 を投 入 して 短 時 間 で す ま す方 法 と時 間 を か けて で き るだ け 少人 数

　 で す ま す方 法 で あ る。 と ころが,Maliumai氏 に よれ ば,　 rongolibaangの 場 合,

　 少 人数 で しか も短時 間 の う ちに作 業 を お こな う とい う こ とを 前提 と して い る。 これ

　 が可 能 で あ る の は,伝 統 的 にはyaliusの 力 に よ る とみ な され て い た が,　 yaliusな

　 き現 在 で も同様 に可 能 で あ る とか ん が え られ て い る。 こ の場 合,rongolibaangの

　 各 技 法 自体 もま た少 人 数 ・短 時 間 とい う作 業 目標 に したが って 考 案 され て い る と み

　 るべ きで あ ろ う。 す なわ ち,rongolibaangは,エ ラー トの人 び との もつ あ る種 の

　 合 理 性 に も とづ き実 践 され る民族 建 築 学 と い う こ とが で き る。 そ こで,こ う した 合

　 理 性 を あ き らか にす る ことが 今 後 にの こさ れた 重 要 な課 題 と かん が え られ る。 ま た,

　 合理 性 につ い て あ き らか に す る こ と は,な に も民 族 建 築 学 と して のrongolibaang

　 の 問題 に とど ま らず,エ ラー ト社 会 に お け る 「文 化 価 値 」 に つ い て あ き らか にす る

　 手 が か り とかん が え る。 今 後,こ の問 題 の 展 開 を期 した い 。

34)rongの 内容が,つ たえ られた時 と場所によ りことなるとい う点 についてはJ・caugheyも

　 言及 している[CAuGHEY　 l977:134]。
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