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　 モ ア イは ア ブ （石壇） の上 に 立 っ て い た もの と 、

そ うで な い もの とが あ るが 、 こ こ で は ア ブ に 関す

る解説は省略させて い た だ くこ とにする。

　Moai が雨乞い に関係が あ っ た とす る説話 もあ

るが、こ こ で はそ の 点 に っ い て も考察 しな い 。 し

か し、住民の 集落の 農業 を見守 っ て い た こ とか ら

も推察で きる よ うに 、 Maui は
一

種の 農業 の 神 と

され て い た こ とは明 らか で あ る。

　 そ う考 え る と、 ト ン カ 王国 に あ る 巨石 の 遺 跡

Haamonga −a −Maui が 、 朝 R の 陽光が そ こ に 落 と

す影 に よ っ て 、季節 を島民に 知 らせ る た め の
一1

の 暦で あ っ た と い われ る の も 、 そ れが農作業 に 役

立 っ ため の もの だ っ た と解すべ きで あ ろ う。

　それ はと もか く、 私が イ
ー

ス タ
ー
島を訪れ た時

か らの ち に 、 Moai に っ け られて い た 眼球 の 破 片

が見 っ か り、 Moai は本来は眼 を も っ て い た の だ

とい う説が出て きた。 しか し、私 はす べ て の Mo

ai に 眼が っ い て い た と は 到底信 じ られ な い
。 私

は Moai を男根を表現 した も の と信 じるか らで あ

る 。

　私は 1974年 1 月に イ ー ス タ ー島に 行 っ た の だ

が、当時立 っ て い た Moai は ヘ イ エ ル ダール が 復

元 した ア ナ ケ ナ の 丘 に 立 っ 孤独な モ ア イ 、 1968
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年 に フ ラ ン ス の 出版社 「パ 1）　 ・マ ッ チ」カ｛資金を

出 し、 大 き い ク レ
ー

ン を持ち込ん で 、石帽を載せ

た姿 に復元 され た孤高の モ ア イ と、少 し離れた ア

ブ の 上 に 立な らん だ 5体の モ ア イ、そ して か な り

高 い丘 に 登 っ た と こ ろ に 、 大 きい ア ブ があ っ て 、

そ の 上 に 7体の MGai が西方の 太平洋 を望見す る

よ う に立 ち並 ん で い た 。 こ れ は ヘ イ エ ル ダ
ー

ル に

協力 した ア メ リカ とチ リの学者の 協力 で復元 され

た もの で あ っ た 。 以 t，合St14体 の Moai が 江 っ て

い る だ け で あ っ た
。

　私 自身の 感傷か も知 れ な い が 、 島の 東南岸 の 海

辺 に 倒れ た Moal が 何 白体 もあ る景観 に こ そ、

「語 らざ る島．1イ ー
ス タ ー島の 淋 し い 魅力が あ る

の だ と思 う。 もし何再体 もの Moai の 立 っ て い る

海辺 が現実に 復元 され た ら 、 イ ース ター島 はみ に

くい 観光地に な っ て しま うの で はあ る ま い か 。

　最近伝 え られ る 日本企 業に よ る Meai の 復元 は 、

風化 の ひ ど い 砂岩の 倒れ た 石像の 保存 と い う点で

は称賛され る べ き だ が 、ク レ
ー ン で 倒れ た Moai

を立ち並 ば せ る と い う点 で は 、 そ の 復元地点の 選

択に 充分な配慮をす る こ と と 、 立た ぜ る Moai の

数を 多く しな い こ とを、私の 希望 と して 特 に強調

して お きた い
。

ア ナケ ア の ア フ の 上に立 つ モ ア イ。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 （写真 ・渡辺 　惇〉

ア ブ ・タ ハ イ の モ ア イ 。
（写真 ・渡辺 悴）
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　 こ れ は伝統的な 酋長が 、 夕 口 芋など の 酋長向け

の 食料を要求す るた め
、 自分たち の 食料を栽培す

る余裕 もな い ほ どの 圧政に 苦しん で い たが 、 ク マ

ラ が導入され て 庶民た ち の 牛活が自由 に 解放され

た 、 と い うよ うな社会的な改革が実現 された 事態

を示唆 した意味の 伝承 と い え る 。

　 マ ウ イ は母親の家事な どが 忙が しす ぎる の で 、

太陽を しば りあげ て 、 そ の運行を遅 くした とい う

説話が あ る。
こ れ もクマ ラ の 導入 に よ っ て 女性の

家事労働を楽 に した 、と い う こ とを意味 して い た。

　 こ の よ うに 考え て み ると 、 ク マ ラ の 導入に よ っ

て 、 ボ 1）ネ シ ア の 島罎社会に は大 き な変革があ ら

われ た と い え る 。 と く に 伝統的な酋長が一般 住民

に対 して 圧政を続け て い た よ うな 島で は 、 ク マ ラ

に よ っ て 生活の 安定 した庶民の 改革的な運動が 発

展 した 。

　 しか し、
マ ウ イ が もた ら した ポ リネ シ ア 社会の

改革が、ど の よ うな激治的な変革 に ま で 進展 した

の か は、そ の 改革が進み 始め て 間 も な い 頃に 、 欧

米諸国に よ るキ リ ス ト教 の 布教か ら植民地主義体

制の確立 へ と 、 強大 な動 きが 浸透 して きた ため に 、

明確 に 評価す る こ とは で きな い
。 ク マ ラ の ポ リ ネ

シ ア 諸島へ の 伝播、す な わ ち マ ウ イ神話の 波及は
、

欧米キ リ ス ト教勢力 の 渡 来よ り時代的に は ほ ん の

筐か に 早い だ けで あ っ た 9

　 マ ウ イ神話の 内容に 、 キ リス ト教関係の 神話や

キ 1丿ス ト教的な解釈が溶 け こ ん で い る例も、ク ッ

ク諸島そ の 他に お い て見 られ る 。
マ ウ イ に 関す る

伝承を記録 した の は、主 と して キ リス ト教 の 伝導

者で あ っ た こ とか ら、 そ の 伝承が歪め られ た例 も

少な くな か っ た e

　 こ こ で 、 話題 を イ ース タ ー島の モ ア イ の こ と に

転 じよ う。 モ ア イ は イ ー
ス タ

ー島 の 最高の 神マ ケ

マ ケが偶豫化 され た もの だ が、そ の後、一般島民

の 酋長や 家長が 死亡 した と きに は 、 そ の 権威を記

念す るため モ ア イを建立 した と い わ れ る 。 そ れが

マ ケ マ ケ神に対する強い信仰を表現す るた め で あ っ

た の は い うま で もなか っ た 。

　そ の マ ケ マ ケ 神は、ポ リネ シ ア 世界の 各地に も

伝え られた て 行 っ た 。 しか し、 そ れ ぞ れ の 島の 社

会 の 言語に よ っ て 、た と え ば （k ）音 の な い タ ヒ

チ で は Mehameha と変り 、 …恐 る べ き存在 1 を意

味す る もの とな っ た 。 た だ し、 Ma ｝｝amehamen

に 変形し た もの もあ っ て 、 そ れ は 「聖な る」 とい

う言葉 で あ る 。

　 ク ッ ク 諸 島の ラ ロ ト ン ガ に 伝わ る と 、 Meka −

meka と な っ た が 、そ れ は、専 ら古代 の 神官 の 神

聖な語 りの 中に お い て用 い られ た 言葉で あ る と い

うD
ニ

ュ
ージー

ラ ン ドの マ オ リ語で は Makarnaka

とな るが、そ れ は 「呪文を とな え る」 とか 「航海

終 了後 に タブ
ー

を解除す るため の儀礼を行な う」

と い う意味で ある 。

　次に ハ ワ イ の 王朝が 「カ メ ハ メ ハ 」Ka −mehameha

王朝 と い わ れ る こ とは 日本で も知 られ て い る 。

Ka は冠詞で あ り、mehameha は 「孤独、沈 黙」

と い う意味だ が 、 別 に 「願望 、 希望」 を意味す る

makemake と い う言葉 もあ る C ま た タ ヒ チ に お

い て
“
聖 なる もの

’1
を 意 味す る Mahamehamea と

い う言葉が あ る こ と は 、Kamehameha の ル ー ツ

だ と も考え られ る e

　 こ の よ うに して本来 ポ リネ シ ア の 神で はなか っ

た Makemakg は 、現地の 言語 に よ っ て変形 され

なが らも、崇拝 され る べ き もの に関連す る もの と

して伝わ っ て 行 っ た わ け で ある 。 そ の 伝播 は、

Maui 神話の 伝播と直接に結び っ い て は い な い が 、

イ ー
ス タ ー島の Moai に原点をもっ 点で関連をも っ

て い る と い え る
。

　 こ の 点に 関 して 、 タ ヒ チ など で Malli と い わ れ

る 2級 の 神 に な っ た の は、イ ー
ス タ

ー
島の Moa ｛

が 小さ い M 。ai　toromiro （木製 モ ア イ） の 形で

伝わ っ た と い う事実か らで あ っ た 。

　最後 に書 き加え て お きた い こ とは、イ ー
ス タ

ー

島の MQai が どん な役割を果 したか で あ る。

　 Moa1 が男根 を象徴 する もの として、 ポ ヲネ シ

ア 人 の 伝統的な血統尊重 を 表現 した こ と 、 Moai

の 頭上 に 石帽の 載 っ た もの が あ る こ と は
、

そ の

puka （） とか kuu−hitirauと い わ れ る 赤 い 石材 の 石

帽が 、 石臼を形 ど っ た もの で 女陰を象徴する もの

で 、そ の Moai は多産豊饒 の シ ン ボ ル と して 信仰

され て い た とす る説 もあ る 。

　 しか し、 こ こ で は こ うした説話な ど に っ い て 評

論す る こ と は控え た い 。 ただ イ ー
ス タ

ー島の モ ア

イ は、 ア ブ ・ア キ ヴ ィ に 立っ 7 つ の モ ア イ 、 ア ナ

ケ ナ の 孤独 な モ ア イ 、 ア ブ
・タ ハ イ の モ ア イ な ど

を例外 に
、

い ず れ も海 に 背を 向け て 立 ち 、 住民 の

農作を見守る形で 立 っ て い た こ と に 注目 した い
。
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　　　Mahuika は こ こ で は女 性 で 、 そ の 夫 は

　　　Muri −haka −whenua で あり、そ の娘 Taranga

　　　 の息子が Maui で ある 。

ハ ワ イ諸島　　Tuu−ma −hekeに 当た る Mahuie は

　　　 こ こ で は女だが 、 それ は MaUi の 祖母だ と

　　　 され て い る。

　 こ こ で イ ー
ス ター

島に ホ ッ ・マ ッ ア が上陸 した

と き生 まれ た赤ん 坊 、 ツ
ー ・ マ ・ ヘ ケを想 い 出 し

て 欲 し い
。 それ は 「ヘ ケj （す な わ ち タ コ ） と い

う名に よ っ て 、 1本の 茎に 8 っ の イ モ を っ け た ク

マ ラ を象徴す る もの だ っ た 。
マ ウ イ が そ の ツ

ー ・

マ ・ヘ ケ の 子孫だ と い う こ と は、マ ウ イ は ク マ ラ

を擬人化 した もの だ と い う こ とを示 して い る 。

　 マ ウ イ を知 っ た最初の ヨ
ー

ロ
ッ

パ 入は、さ きに

述 べ た よ う に 1769年 6月 に タ ヒ チ を訪 れ た キ ャ

プ テ ン ・ ク ッ クで あ っ た 。 ク ッ クは路上で か な り

多 くの 島民が 、
カ ゴ細 丁 の 奇妙 な人形を持 ち運ん

で い る の を見た
。 長さ 2．5 メ

ー
トル もあ る そ の 人

形は 、 前向 きに 3 つ と後向きに 1 つ の 顔を も っ て

い た。

　案内役 の タ ヒ チ人 ト ゥ ピ ア に よ れ ば 、 そ の 人形

は マ ウ イ と呼 ばれ る 「2級の 神」 で 、人形劇 な ど

の 催 し物 の際 に観衆の 前 で、 1人 の 語 りべ の 話や

音楽を背景 に操 られ る の だ と い う。

　 ト ゥ ビ ア に よれ ば 、 普通は 7 つ ほ ど の 顔を もっ

偶像で 、 異常に 高い知能 と強い体力をそ なえ、数 々

の ト 1丿 ッ クを実行 しう る信仰 され な い 神だ と い う。

キ ャ プ テ ン ・ク ッ ク は そ の マ ウ イ の 業績 な る もの

が 余 り に も荒唐無稽な も の だ っ た の で 、 記録 しな

い で 終 っ た と い わ れ て い る 。

　 さ きに述 べ た ル オ マ ラ 女史 の 「1、000 の ト リ ソ

クをす る マ ウ イ」 は 、 タ ヒ チ だ サで な くポ リネ ン

ア の 各島で 伝承 され て い る 「　｝・リ ッ クーi を と りあ

げ て い る。 ト リ ッ ク と い っ て も悪 い 意味で は な く、

文化上の 英雄 と され る者の こ とを 「ト リッ ク ス タ
ー
」

と呼ぶ ような 、

一
般 の 住民 の 常識 を破 る よ うな業

績 の こ とを指 して い る の で あ る。

　 そ うした ト リ ッ ク ス タ ーが 出現す る の は、複数

の 異質 な文化が接触 し競合 しな が ら存在 す る社会

に お い て で あ る 。 イ
ー

ス タ
ー

島で 南 ア メ 1
丿力 の イ

ン デ ィ オ 文化 と ポ リネ シ ア 文化 とが接触 し共 存 し

て い た ため、そ こ に モ ア ／ の よ うな巨大な石像を

崇拝 する習慣が つ くり出さ れ た 。
マ ウ イが モ ア イ

の 代鐸入で あ る こ と は 上述 の 通 りで あ る。

　 マ ウイ神話はポ リネ シ ア圏全体 に 伝わ っ て行 っ

たが、そ の ル
ー

ッ とな っ た 巨石像 モ ア イ の 方は 、

18世紀 の 中頃か ら倒れは じめ た こ とは先に ふ れた

通 り で あ っ た 。 なぜ倒壊 した の か は明 らかで な い

が 、 私 は敵対す る 2派の 住民の 一方が 、 他方の 住

民 の 崇拝す る モ ア イ を故意に 引き倒 すよ うな こ と

はなか っ た と思 う。

　 1770年に 来島 した ゴ ン ザ レ ス が 、島民 は モ ア

イ に 非常な畏敬の 念 を も っ て い る と指摘 して い る

よ う に、そ れ を引 き倒すの は敵の 崇拝する 石橡 で

あ っ て も宗教的 に 不 可能 だ っ た と い え よ う。

　 私は 1774年 に は 一部 の モ ア イ が 倒 れ て い る の

を 目撃 した こ とか ら考え て 、 177G年代 の 初頭 に

何回か上陸 して きた カ ト リ ッ ク教徒 の ペ ル ー軍人

が 、 異教の 偶像 と し て の モ ア イを 引き倒 して 調 べ

た 、とい うの が真相だ と信 じて い る。 最後まで残 っ

て い た モ ア イ が倒 れた の は 1862 年だ とい われて

い るが 、 それ は ベ ル
ー

が イ
ー

ス タ
ー

島民 を奴隷 と

し て 大量 に連れ 去 っ た年 に 当た る 。

　 こ の と きか ら、 イ ース タ ー島の 神話伝説 の 伝承

者 が い な くな り、ま た、本稿 で は論及 する余裕 の

な か っ た特異 な文字 ロ ン ゴ ・ ロ ン ゴ を読む こ との

で きる神官な ど もい な くな っ た と い わ れ る 。
イ ー

ス タ
ー
島の 歴史 は こ の 時か ら決定的 に不明確化 し

て しま っ た 。

3． 改革派 と して の マ ウ イ

　 ト リ ッ ク ス タ
ー

と して の マ ウ イ が 行な っ た と伝

承 さ れ る数々 の 行為 の うち、最 も特筆す べ き もの

と して 重 視され る の は、釣 を して い た マ ウ イ が 島

を 釣 り上げた 話で あ る c

　 島を釣 り上 げた とい う こ とは 、 住む に適 しなか っ

た 島を人が 住め るよ う に した、と い う こ とを意昧

す る もの と い え る 。 そ れ は食料 の 確保が 困難だ っ

た 小島に
、 栽培しや す い ク マ ラ を導入 す る こ と に

よ っ て 、 安住で き る 島に した と い う こ と で あ ろ う。

　 もう
．．．一

っ 注目す べ きマ ウ イ の 偉業は、人間が立 っ

て 歩 ξナな い ほ ど低 くな っ て い た天空を、人 々 が楽

に 歩け るよ うに高 く押 し ｝r．げ た 、 と い う伝承で あ

る 。
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は全 くな か っ た と い っ て い る。 しか し、
1774年 に

来島した キ ャ プ テ ン ・ ク ッ ク は、幾っ か の モ ア イ

が倒壊 して い た こ とを記録 して い る 。

　 さら に 重要・な こ と は 、 1722年に ロ ッ ゲ フ ェ
ー

ン は多 くの カ ヌ
ー

が存在 して い る の を目撃 したが 、

1774年に 島内を見 た キ ャ プ テ ン ・ ク ッ ク は、 カ

ヌ
ー

は全島で 3〜 4 隻 しか存在 しなか っ た と書 い

て い る 。 カ ヌ
ー

が っ くれ るよ うな木が全 くな くな っ

て い た の で あ る 。

　カ ヌ
ー

が な くなれば イ
ー

ス タ
ー
島は完全 に孤 立

す る 。 16世紀末 に ス ペ イ ン が 支 配体制 を確 立 し

た南 ア メ リカ か らは 、 もはや 太平洋 に カ ヌ ーな ど

を漕 ぎ出すイ ン デ ィ オ は あ り得 な い 。
マ ル キ ーズ

諸島そ の 他の ポ リネ シ ア 諸島か らは 、 来航で きな

か っ た わ けで はな い が 、実際 に は航行 して くる ポ

リネ シ ア 人 は多 くなか っ た で あ ろ う。 そ の 頃は イ ー

ス タ
ー島か ら西 方に行 くこ とも、カ ヌ

ー
が な い た

め に あ りえ なか っ た 。

　 ク マ ラ が イ ー
ス タ

ー
島か らタ ヒ チ など に 渡 っ て

行 ・
っ た の は 、 イ ー

ス タ
ー島民の 間で戦い が起 こ っ

た と考え られ る 1670− 80年頃か ら ユ722年 ま で の

約半世紀 の 問だ っ た と推測 して も、大 きい誤 りと

は い え な い で あ ろ う。 そ の 頃 に は 、 ま だ か な りの

カ ヌ
ー

が存在 して い た か ら で あ っ た 。

2， モ ア イ とマ ウ イ

　私 は ポ リネ シ ア諸島で 伝承 され て い る マ ウ イ神

話 の 主人公 マ ウ イ は、イ ー
ス タ

ー
鳥の 巨石像 モ ア

イ が 変身 して 出現 した もの だ 、 と い う全 く独断的

な 見解を も っ て い る
。

　 マ ウ イ神話に っ い て は 、 キ ャ サ リ ン ・ル オ マ ラ

KatherirLe　Luo 【nala と い う女性 人類学者 が 1949

年に 出版 した 、

“Maui　of 　th（，usand 　t，rick ．s ：his

Oceanic　and 　European 　bti　ographers
「

とい う研究

が、最 も網羅 的に 資料を駆使 した古典的著作と い

え る 。

　 こ の 調杳に よれば 、
マ ウ イを最初 に記録 した の

は キ ャ プ テ ン ・ク ッ クで、タ ヒ チ で 見た奇妙な人

形 の 名を聞 い て Mauw 三と い う o 一マ 字 綴 りを当

て た 。 そ の 後、ポ リ ネ シ ア の い ろ ん な 島で 、
マ ウ

イ に 対して 当て られ た ロ
ー

マ 字綴り は きわ め て 多

様で 、
Moi

，
　 Mai

，
　 Mo ，

　 Ma か ら Maau あ る い

は Moea な ど も見 られ る 。

　私の 手許に
、

メ ラ ネ シ ア の 国 ソ ロ モ ン 諸島の 南

部に存在する ボ リネ シ ア ン ・ ア ウ ト レ イ ヤ ー
で あ

る レ ン ネ ル 島、
べ V 一

ナ 島の 説話集が あ る が 、そ

こ に は ル オ マ ラ女史も採録 しなか っ た Maaui が 、

one 　of 　 the　 best　 knowncu 工ture　 heroesと し て と

りあげ られ て い る 。

　 ．．・方、イ ー
ス タ

ー島の モ ア イ に はどの よ うな ロ
ー

マ 字綴 り が用い られ た で あ ろ う か 。

　 モ ア イ の 名を最 初 に ロ
ー

マ 字で 表現 した の は 、

1770年 に イ ー
ス タ ー島に 上陸 した ペ ル ーの海軍々

人だ っ た が
、 そ の 時に は Moay と表記 して い た 。

1774年に 来航 した キ ャ プ テ ン ・ ク ッ ク は 、
モ ア

イ の こ とを Moi と綴 っ た 。 また 1882年 に 訪 れ た

ド イ ッ 軍艦 の ガ イ セ ラ
ー艦 長 は 、 Moi 　 Maie

（1｛oai 　Maea）　と綴 っ た o

　 こ の よ う に見て くる と 、
モ ア イ もマ ウ イ も Moi

と綴 られ た こ とか らも明らか な よ うに、イ ー
ス タ

ー

島か ら タ ヒ チな ど の ポ リネ シ ア の 島 々 に 、Moai

の 説話が伝え られ ると き、そ れ が Mau ｛と して 語

り っ がれ た ・∫能性が あ る こ と は 、 誰 も否定で きな

い の で は ある まい か 。

　そ れ で は マ ウ イ神話は 、 と い うよ リマ ウ イ と い

う神人は 、ど の よ うに し て 誕生 した の で あ ろ うか
。

マ ウ イ神話は イ
ー

ス タ
ー
島に は全 く存在 しな い

。

そ れ ；ま ヒに 論 じた よ うに 、マ ウ イ は イ ー
ス タ

ー島

の モ ア イが 、 他の ポ リネ シ ア 諸島に 伝え られ て マ

ウ イ とな っ た の で あるか ら、イ ー
ス タ

ー
島に マ ウ

イ伝説が な い の は当然 だ と い え よ う。

　 イー
ス タ

ー島以 外に お ける神人 マ ウ イ は 、 ク マ

ラ を擬人化 した もの と私 は解釈 して い る が、そ う

考 え る 理 由を マ ウ イ の 出牛 に 関す る各地の 伝承の

中 に 求め た い
。 そ の た め に マ ウ イ の 親に 当た る人

物 を調 べ て み よ う。

ツ ア モ ツ 諸島　Tuu−ma −hekeに 当た る現地 の 人

　　　物 Mahu 三ke（男）の 娘｝｛uahega の 夫Ataraga

　　　が生ん だ息子が Ma 田 ．

サ モ ア 諸島　　Tuu −ma −heke に 当た る現地 の 男

　　　Mafuie の 妹 Ulu−］e−papa の 夫 が Talauga

　　　だ が 、Talauga が Mafuie の 娘 Vea に 生 ま

　　　せ た息子が Maui ．

ニ ュ
ー ジ ー ラ ン ド　 Tuu −ma −heke に 当 た る
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力 帝国 に よ っ て 征圧 され る に 至 っ た 12世紀 か ら

13 世紀 の 頃に 、 征服 され敗北 した陣営の イ ン デ ィ

オ の 間で 、 集団的 に カ ヌ
ー

や イ カ ダ で太 平洋上 に

脱出 した こ とが あ っ た と い う、イ ン デ ィ オ た ちの

伝承を重視 した い 。

　太平洋 に脱出 したイ ン デ ィ オ た ちが 、 真直 ぐに

イース ター島に流 れ着い た とは考え られ な い
。 北

上す る フ ン ボ ル ト寒流な ど の 影響 もあ っ て 、 厂コ

ン チ キ」号 も そ う だ っ た よ う に、 マ ル キ ーズ諸島

の 島々 に た ど り着 い た可能性が 高い 。

　 マ ル キ ーズ諸島の 中に ヒ ヴ ァ
・オ ァ 、 フ ァ ッ

・

ヒ ヴ ァ 、
ヌ ク ・ヒ ヴ ァ な ど、「ヒ ヴ ァ 」 の っ く島

名が あ る こ とが そ の 証拠で あ る 。 「ヒ ヴ ァ 」 と い

うの は 、
ポ リネ シ ア語で は東方の 陸地 と い うよ う

な意味だが 、
イ ー

ス タ
ー島の 言語で は 「大陸」、

と くに 南 ア メ リ カ を指す と い わ れ る 。 私は そ の ヒ

ヴ ァ か ら脱出して きた 人た ち が 住み 着 い て い た た

め に 、 ヒ ヴ ァ と い う言葉の っ く島名が 生ま れた と

考え た い
。

　 ホ ツ ・マ ツ ア の
一

行 は西方か ら来た と伝 え られ 、

そ の 妻 の 名が 「ヴ ァ カイ ・ア ・ヒ ヴ ァ 」 （ヒ ヴ ァ

の 最高の カ ヌ
ーと い う意味） だ っ た と い うこ とは、

一
行が マ ル キ

ーズ諸島か ら来た と い う事実を反映

して い る 。 そ して、ホ ツ
・マ ツ ア の 妻は 上陸申に

産気づ い て 男児 を生ん だが 、 そ の 赤ん坊の 腆 の 緒

を切 り 、 「ツ
ー ・ マ 。 ヘ ケ」 と い う名 を っ け た の

は 、 別 の カ ヌ ーで来た友人 「ッ ー。コ イ フ 」 で あ っ

た 。

　「ツ
ー

・ マ ・ ヘ ケ」 の ヘ ケ は 蛸 の こ と で あ る か

ら、男児 は 厂タ コ 男」 と い う 8 本の 手足を もっ 者

と して 、私 は 8 っ の イ モ が 1本の 茎に っ い た ク マ

ラ の 象徴だと解 して い る 。 「ツ
ー ・コ イ フ 」 の コ

イ フ は マ オ リ語で 「ク マ ラ畑 の ウ ネ の 間」 と い う

意味だ か ら、ク マ ラ の 栽培の 巧 み な 人物 をあ らわ

す もの と い え る 。
ホ ッ

・マ ツ ア の 名 に は豊饒 と い

う意味 もあ る の で 、そ の 上睦は ク マ ラ の 到来を示

す 。

　 ホ ッ ・マ ッ ア の 上睦当時の イ ー
ス タ

ー島に は 、

どの よ うな人種が住ん で い たか に つ い て は 、 伝承

か らは全 く判断 で きな い 。 しか し、私 と して は マ

ル キ
ー

ズ諸島経 由で た ど り着い た ポ リネ シ ァ人 と

イ ン デ ィ オ だ っ た と考 え る 。 そ の 中に は マ ル キ ー

ズ の ポ リネ シ ア 人 と の 混 血人な ど も多か っ たで あ

ろ う 。 そ の た め に ホ ツ ・マ ツ ア 体制 とで も呼ぶ べ

き イ
ー

ス タ
ー
島の 君主制は、イ ン デ ィ オ文化 と ポ

リネ シ ア 文化を融和 させ る形で 確立 され た 。

　 モ ア イ と い わ れ る巨大な石像が 、 どん な 目的で

彫刻 され建立 され た か に っ い て は後 に 論ず る と し

て 、
こ こ で は多くの 巨入石像 を、そ れ を制作 した

山地か らの 運搬する た めな ど に 、 多く の 木材が切

り出され た こ と に よ っ て 、島内 の 森林が次第に 絶

滅 して しま っ て 、カ ヌ
ー

も造れ な くな っ た こ とを

指摘 して お く 。 また 、 入 冂 は増加 して行 っ た 。 そ

こ で 人種的、文化的 な対立抗争が次第に 発生 しは

じめ た 。

　 1595年に ペ ル
ーの 副 王 メ ン ド サ が、 ス ペ イ ン

の 侵略 に抵抗 した多 くの イ ン デ ィ オを 、 政治犯 と

して 艦隊に 乗船さ せ て
、

マ ル キ ーズ 諸島に連 れ て

行 っ て 釈放 し た、と伝え られ る Q そ の 流 刑 ：者た ち

が 人食 い の 習慣をも っ 好戦的な tt住ポ リネ シ ア 人

と共存 する こ とが で きたか ど うか 、対立抗争 に終

始 した ため に集団で 移住 したか ど うか は明 らか で

な い Q

　 しか し、16 世紀末に か な りの 難民が イ
ー

ス タ
ー

島に流 れ て きた の は確 かだ と い われ る 。

　 ヘ イ エ ル ダール は 、 そ の 頃 、 イース ター島に 流

れ て 来た の は 、
「好戦的な ポ リネ シ ア 航海者た ち」

だ っ た こ とを示す立派な伝承上の 証拠があ ると い っ

て い る。

　 そ の 後の イ ー
ス タ ー島に 「ハ ナ ウ 。 エ エ ペ 」

（長耳族）と 「ハ ナ ウ ・モ モ コ 」（短耳族）とが あ っ

て 、前者は イ ン デ ィ オ系、後者 は ポ リ ネ シ ア 系と

い う説 もあ るが 、 文化的宗教的に敵対す るに至 り 、

1674− 80年頃に 、イ ー
ス タ ー島東端 部で 交戦 す

る に 至 っ た と い われ る 。
モ ア イを彫刻 して い た長

耳族が そ の 戦 い で 敗れ た た め、モ ァ イ の 制作 は 、

そ の 頃に 突然放棄 され たわ け で あ っ た 。

　 しか し、戦 い が あ っ た か ら と い っ て 、 島内各地

に立 っ て い た モ ア イが 引き倒 され た の で はな か っ

た。 モ ア イ は血統 を重ん ず る ポ リネ シ ア 系島民 の

ため に 、イ ン デ ィ オ系住民に 制作させ て きた もの

で あ っ たか らで あ っ た 。

　 したが っ て 、 1722年に こ の 島を発見 した H に

ち な ん で 、イ ー
ス タ

ー島 と命名 しtt ラ ン ダの 航

海者 ロ
ッ ゲ フ ェ

ー
ン は 、 こ の 島に林立 して い た多

くの モ ア イ を見て歩 い た が 、 倒壊 して い る モ ア イ
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イ ー ス タ ー 島とポ リネ シ ア文化

モ ア イ とク マ ラ と マ ウ イ神話

西野 照太郎

1． 甘藷 （クマ ラ）の 伝来

　私 は 1974年 1月に イ
ー

ス タ
ー

島を訪問 し、 そ

の と きの 見聞や経験 を 『イ ー
ス タ

ー
島紀行

語 ら ざる島へ の 誘 い 　　 ttと して、 1976 年に 出

版 し た 。

　最近 、 日本の 企 業が そ の イ ー
ス タ

ー
島の 倒れ て

い る モ ア イ （巨石像）を復元 した り、 そ の 石像の

風化 した部分 を補修 して 、貴重な文化遺産 の 保存

に貢献する計画を も っ て い ると い う こ とを知 り、

そ の 情報を複雑な気持で 受けと め た 。

　私が 複雑 な気持に な っ た理 由 は 、 こ の 拙稿を読

む こ と に よ っ て 理解 して 頂 きた い
。

　私 は 『イ ー
ス タ ー

島紀行』 の 中で は 、
モ ア イ の

こ と に っ い て は かな り詳 しく論 じた が 、イー
ス タ

ー

島の 文化が、ポ リネ シ ア 世界に 対 して 及ぼ した大

き い 影響 の 担 い 手で あ っ た ク マ ラ （廿藷） と、そ

れ に起因 し た ト リ ツ ク ス タ ー
（文化的英雄） マ ウ

イ の 神話に は触れ な い で しま っ た 。

　 しか し、巨石像 モ ア イ とク マ ラ と マ ウ イ神話 と

の 間に は 、 切 り離せ な い 関連が ある の で あるか ら、

本稿で は まずク マ ラ の イ
ー

ス タ
ー
島へ の 伝来に っ

い て 、 島に 残 る漠然 と した伝承な どを考察 しなが

ら述 べ て お くべ きだ と考え て い る 。

　周知 の よ う に ij
’
藷 （ク マ ラ） は、 ラ テ ン 。ア メ

1丿力が原産地 で ある。廿藷は ミ ク ロ ネ シ ア の マ リ

ア ナ諸島や フ ィ リ ピ ン に お い て は、「カ モ テ 」 も

しくは 「カ ム テ ィ 」 と い わ れ るc．

　そ れ は中央 ア メ リ カの メ キ シ コ （ノ ヴ ァ
・エ ス

パ ニ ア） か ら、 フ ィ リ ピ ン 方面に 航行 して きた ス

ベ イ ン船団 の 乗組員だ っ た イ ン デ ィ オ た ちが 、 甘

藷を食料 と して大 量に 携行 し、 グ ア ム や フ ィ リ ピ

ン で の il陸地 で余 っ た甘藷を種 イ モ と して 栽培 さ

せ た が、そ の イ ン デ ィ オ の 郷里 で は 目
．
藷を カ モ テ

と呼ん で い た の で あ っ た 。

　 こ れに対 して 、 ポ リ ネ シ ア に渡 っ て きた 甘藷は 、

「ク マ ラ 」 と い う名 で呼ば れ たが 、 そ れ は 南 ア メ

リカ の ペ ル
ー

付近 の 太平洋岸 に住むイ ン デ ィ オ の

ケ チ ュ ア 族が 、H藷 を 「ク マ ル 」 と呼ん で い た か

らで あ っ た ［t ラ テ ン ・ア メ リ カ か ら太平洋を渡 っ

て ア ジ ア に た ど り着 い た甘 藷は 、 「カ モ テ 」 ル ー

ト と 「クマ ラ」 ル
ー

トの 2派に 分かれ て い た 。

　 っ い で に い え ば 、 日本に来た 甘藷は fカ モ テ 」

ル ー トで ル ソ ン 島に 着 き、 そ こ か ら中国南部を経

て 沖縄 （琉球）に た ど り着 い た もの な の で あ っ た 。

　 ポ リ ネ シ ア に お け る 「ク マ ラ」 は 、 （K ）音 の

な い タ ヒ チ な ど お い て は 「ウ マ ラ」 とな っ て い る

し、ハ ワ イ に お い て は 「ウ ア ラ」 と い う形 に な る

な ど 、 方言に よ っ て 生 じた変化は あ る けれ ど も丶

原型 と して は 「ク マ ラ」 を とる べ きで あろ う。

　そ の ク マ ラ は南 ア メ リカ か ら、い っ 頃、 ど の よ

うに して イ
ー

ス タ
ー
島に 伝来 した の で あろ うか 。

こ の 島の最初の 王ホ ッ ・マ ッ ア が上陸 して きた の

は何世紀頃だ っ た の か は 、 18 世紀以降 に 来訪 し

た欧米人が 島民か ら聞 きと っ た伝承　　　そ れ も

互 い に矛盾す る説話を含ん で い る
一

に よ っ て

推測す る しか な い が 、 こ こ で は 南 ア メ リ カ の 情勢

を も参考 に しな が ら、 私の 独断的な解釈に よ っ て

簡略化 した形 で 述 べ て み た い 。

　私 と して は 、 南ア メ リカ の 太平洋岸
一

帯 が イ ン
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