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              Interchange between High and  Low  Islands:

      Barter of  Paddy  and  Ash  in Taisho Era Yaeyama, Ryukyus.

                                  ANKEI  Yuji

 This paper  aims  at  an  ethnographic  reconstruction  of barter economies  that flourished during

the Taisho Era (1912-1926) between  Iriornote and  Kuroshirma, two  islands in the  Yaeyama

group, the  southernmost  island group  in the  Ryukyus, Japan, Interviewing and  observation  of

present day economic  activities  were  carried  out  for 22 rnonths  in the islands between  1974 and

1986.

  Ethnographic studies  on  the  barter economies  that once  existed  in Japan are  extremely  scarce

ancl  fragmentary, in spite  of  the importance of these  economles  and  their very  rich  regional

variations.
 More than  two  decades ago,  Einzig (1966) wrote  on  the gold dust money  and  rice

money  of Japan in his book entitled  
"Primitive

 Money." He stressed  the  urgency  
of

ethnolegical  studies  of  traditional economies,  saying  that practicaliy every  chapter  of  his book

could
 and  should  be expanded  into a  full-sized volume.  The pTesent  paper  is one  of the  first

atternpts  to do a  systematic  study  of  barter and  primitive money  in Japan, based on  a  
long-term

field survey.

  Yaeyama  people  share  a  tradltional folk classification  of  the islands: tangun-s'ima  
and

nungun-sima  (Ishigaki dialect). Tbe  former means  
"islands

 of paddy  fields,"and refers  to islands

having hilts and  rivulets  that make  wet  rice cultivation  possible. The latter means  
"islands

 
of

glasslands," and  refers  to low and  flat coral  islands where  rice cultivation  would  be practically

impossible. Iriomote is the  largest of  the four tangun-si'ma,  whereas  Kuroshima is the  second

largest of  the five nungun-si'ma  of  Yaeyama.

  Iriomote Islanders practiced  the  cultivation  of  wet  rice, sweet  potatoes and  many  other  minor

crops,  as  well  as  being largely dependent on  gathering, fishing, and  hunting of 
affluent

 
food

resources.  On  the other  hand, Kuroshima  Islanders practiced the cultivation  of  barley, Italian

millet,  sweet  potatoes,  etc.,  as  well  as  fishing and  raising  of  goats. People were  not  allowed  any

choice  of  residence  during the  period of severe  capitation  (1637-1902). This was  enforced  in

 Yaeyama  and  Miyako Islands by the Shuri Dynasty, a  puppet government  located in Okinawa

 controlled  by the feudal clan  of  Shimazu  in Kyushu. When  capitation  was  abolished,  full-time

 fishermen from Okinawa Island arrived  in Kuroshima to form a  fishing village  named  Iko, On  a

 daily basis they  bartered their fish for sweet  potatoes  from neighboring  cultivator  
villages

 
in
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      Kuroshima.

        The barter of  rice  and/or  paddy  among  Yaeyama  Islands was  first recorded  by Korean

      ship-wrecked  travellers in the 1477 (Official Records of  the  Yi Dynasty). They  found that the

      two  high islands of  Yonaguni and  Iriomote cultivated  rice, and  that three  of  the  low islands

      cultivated  bar]ey and  millet.  They noted  that Iriomote traded  rice  with  these  three low islands.

      These observations  suggest  that such  trade  of rice based on  the different ecological

      backgrounds  between  the high and  low islands has a long history, and  was  started  when  rice

      was  introduced in the  high islands. However,  aside  from this record,  there  appear  to be no

      
documents  that mention  the existence  of barter among  the high and  low Yaeyama islands.

        In the  Taisho Era, only  two  islands continued  the  barter of  rice as  was  recorded  in the  15th

      century:  Iriomote provided paddy  and  rice  to Kuroshima in exchange  for ash  as  fertilizer for the

      paddy  fields, supplemerpted  by barley, several  species  of  beans, and  a seaweed,  green laver. Ash

      from  the  cooking  stoves  of  Kuroshima was  the most  important barter item. It was  made  from

      the leaves ef  the Japanese sago  palm  (Cycas revoluta  THuNB.)  ancl  from wild  gTasses, Ash from

      this treeless island abounded  in the mineral  cornponents  that  were  scarce  in the soil and

      vegetation  of  a  high island.

       Barter rates  were  traditienally fixed: a  marushi  or 30 bundles of  paddy  (equivalent of  5 kg

      husked rice)  were  exchanged  for a  36-litre basketful of  ash.  Other commodities,  much  smaller

      in amount
 than ash,  were  generally  bartered for husked rice  on  the  principle of  one-to-one

     exchange  by volume,  These  foods were  frequently offered  as  gifts to Iriomote Islands, who  in

     
turn

 gave  a  counter-gift  of  rice  in an  approximate  equivalence,  Since the barter rates  were

     
fixed, bargaining was  confined  to the  quality of  ash:  Iriomote cultivators  sought  the ash  of  sago

     palm  leaves because of its efficiency  as  fertilizer, but Kuroshima people  often  mixed  it with  a

     greater  amount  of grass  ash,  which  was  more  easily  obtained.

       Ash-paddy  barter was  seasonal,  and  was  carried  out  at most  three  times  a  year on  either  of

     the  islands. Iriomote cultivators  commonly  paid back their debt from barter tran$actions  at  the

     end  of  the  harvest season  (May-June).

       A participant  had to row  a  boat over  40 kms  to arrive  at  his partners' village,  where  he was

     
cordially  weleomed  with  some  of  the  regional  products:  cooked  rice  in Iriomote and  millet  liquor

     in Kuroshima. This institutionalized hospitality seems  to have been  the major  non-economic

     attraction  of  barter transactions. Despite these  exchanges,  intermarriage was  not  common

     during the Taisho Era.

       Hori, one  of the  cultivator  villages  of Kuroshima, practiced  barter with  Sonai and  Hoshitate,

     two  vMages  situated  on  the  remotest  end  of  the western  half of Iriomote Island from

     Kuroshima.  The eastern  half of Iriomote hacl only  a  small  number  of  inhabitants as  a  result  of

     the  disastrous tidal  wave  of  1771 that killed a  third of  the Yaeyama  people, and  due  to malaria

     of  the tropical fever type <the most  dangerous  of  the three  types), which  had become endemic

     in Iriomote and  the northern  Ishigaki Islands. The interdependence of  the  villages  could  also  be

     explained  by the kinship ties that had been established  during the age  of capitation.

       Until the  year 1902, about  half of  the Sonai and  Hoshitate families belonged to the upper
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social  class  of yuhariPitu  (corresponding to Japanese samurai,  and  subject  to lower capitation

and  higher esteem  during religious  festivals). Most of  the  Hori villagers,  on  the  other  hancl,

were  buza (commoners), Some  government  officials  from Iriomote, who  were  chosen  out  of

the  yukaripitu families of Sonai and  Hoshltate, were  appointed  in Kuroshima,  and  always  kept

a  makanya  (concubine) chosen  from the  buza women  of Kuroshima. The  officers  often  brought

back their gzanbO-fa  (children born from such  concubines)  frorn Kuroshima, thus enforcing  the

kinship ties established  through an  unequal  social  relationship  between  the two  islands.

  One  can  conclude  that paddy  (and rice)  played thg  role  of money  in the traditional barter

systems  of  the  Yaeyama  islands, It was  exchangeable  with  all other  commodities,  was  used  to

settle  debts, was  a standard  of  the values  of commodities  and  of  services,  and  was  the

princiqal store  of  value, It was  the Iriomote cultivators  who  produced  this money,  and  the

yukariPitu (officially called  shizofeu  after  1903) continued  superior  to the buza (heimin after

1903). Thus, participants from Kuroshima  were  put  in a more  or  less subordinate  position in

trading activities,  notwithstanding  the hospitality and  apparent  egalitarianism,

  Although cash  was  introduced in Yaeyarna  at the beginning of  the 20th century,  the  gradual

increase in its use  did not  necessarily  cause  the atrophy  of the traditional barter system,  The

barter of  ash  and  paddy  continued  until  the 1930s, when  the introduction of  improved  varieties

of h6rai rice from Taiwan  in cornbination  with  the use  of  chemical  fertilizers made  the  ash  no

longer necessary  for Iriomote cultivators.  Nevertheless, rice did not  ce4se  to be used  for

payment  in Iriomote until  the  year  1955, long after  the barter between  high and  low island was

terminated.

  By  contrasting  the Yaeyama  barter system  with  that ef  the Songola, who  have many  barter

markets  in today's  Republic of  Zaire (ANKEI, 1984. 
"Fish

 as  Primitive Money". Senri

Ethnologicat Studies 15), we  can  arrive  at the following tentative  conclusions  which  will

facilitate future field surveys  on  the  econornic  anthropology  of Japan and  elswhere.

  The  symbiotic  relationship  (or close  socio-economic  interdependence established  through

 barter ties of daily necessities)  between  two  groups  living sicle by side  is based not  only  on  the

 contrast  of  different ways  of  utilizing  their different habitats, but also  on  the historical and

 political situations  that govern  these  groups. Full-time fishermen practice barter more

 frequently, and  hence have a  closer  interdependence with  their cultivating  neighbors  (Iko

 fishermen bartered every  day,  and  the  riverine  Songola, twice  a  week)  than  the  virtually

 self-sufficient  cultivating  groups (at most  three  times  a year between Iriomote and  Kuroshima).

 The  difference in barter frequency cDuld  be used  as  one  of  the  criteria  for comparlng  the

 econornlc  system,

  Barter may  survive  in the face of  increasing cash  use  so  long as  regional  difference in the

 ecological  background are  left untouched.  The arrival  of malaria  in Iriomote after  the 15th

 century,  the introduction of  capitation  in the  17th century,  the tidal wave  in the 18th century,

 and  the introduction of improved rice varieties  in the  1930's were  historical events  that strongly

 affected  the  barter systems  of  the  Yaeyama  islands,

   Barter of  daily necessities  evolved  into a symbiotic  relationship  except  in cases  where  .
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]nter-group
 rnarriage  was  disturbed (as was  the case  in the Yaeyama  islands where  inter-village

migration  was  prohibited). Such intermarriage may  accelerate  the convergence  between the
languages and  dialects of  the groups,  as  in the  Songola and  the Mbuti Pygmies, Demographic
rninorities  in the African tropical rain  forest (both hunter-gatherers and  fishermen) are  assumed

to have  lost their mother  tongues  by the adoption  of  the languages of  their partner  cultivators.

On  the  other  hand, the difference between  subsistence  activities  may  be accentuated  as  a

result  of  increasing barter transactions. Thus, barter ties in a symbiotic  context  may  contribube

both to the fusion of  ethnic  groups by linguistic conversion,  and  to their fission through

occupational  diversifieation.

  Barter rates  can  be easily  standardized  if there is a  practice of one-to-one  exchange  of

customary  fixed units  of commoclities  as  in the Yaeyama  islands and  among  the  Songola In
such  conditions  there  is little short-term  fluctuation of barter rates  despite fluctuations in
supply  and  demand,

  A  particular commodity  may  have greater  purchasing power  than others  because of  a

universal  demand  for it. When  such  a  commodity  has a  fixed unit  in transaetions, as  is the case

of  fish in the Songola barter markets  and  of  Yaeyama  paddy,  it deserves the appellation
"money."

 Those  who  have access  to the  production  of  such  
"monies"

 often  tend  to enjoy  a

dominant  status  vis-ti,-vis other  groups despite the apparent  egalitarianism  of  barter
       ,
transactlons.

  Finally, I would  Hke to stress  the urgency  and  the importance of a  comparative  survey  of

traditional and  recent  barter systems  both in Japan and  in the Test  of the world  before it
ceases  to be possible.
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高 い 島 と低い 島の 交流

一 大正 期八 重 山の 稲 束 と灰 の 物 々 交 換

安　溪　遊　地
＊

コ　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 sv グ
’v 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　　

i　 日本南端の 八 重山 諸島は ， 山 と川 と 田 があ る高い 島 （田 国 島） と平坦な隆起 サ ソ ゴ礁 の 低 い 　 i
コ　　 　 　 ヌノグ ソ　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 い り む も て 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　 　 　　 　　

i 島（野国島）と か らな っ て い る 。 田国島で ある 西 表 島 とそ の 東の 野 国 島で ある黒 島は ，昔か ら　i
i 物 々 交 換 に よ っ て 結ばれ て い た 。主な交 易品は ，西表島か らの 稲束 と水 田 の 肥 料と し て の 黒 島　 i

i の ソ テ ツ の 葉 の 灰 で
， 西表 島 の 白米 と黒 島の 麦・

豆
・海藻の贈与交換 も盛 ん だ っ た e1477 年 の 済　i

i 州島漂流民 の 記録は
， 西表島と周辺 の 低 い 島を 結ぶ 米 の交易網の 古さ を 示 し て い る。そ の 後 16　i

： 37年か ら 1902年 （明治 36年） ま で 続 い た 人頭税の 制度の もと で 黒島を除くほ とん ど の低 い 島 の 　 i

i 住民 は 西表島 に 通 っ て 水 田 耕 作す る こ と を強制さ れ た。こ の 結果，稲作を お こ な わ な い 黒島だ 　i
i けが西表島との 交易を続け る こ とに な っ た 。稲束 と灰 を め ぐる両島の物 々 交換は ，現金使用 が　；
’　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ほ うらいtい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
i ひ ろ ま る 大正時代 も続 き ， 1930年 （昭和 5 年）頃 に 稲 の 新品種

・蓬莱米 が 普及 し，化学肥料が　 i

i ひ ろ く使わ れ る よ うに な っ て 終わ りを つ げた。両 島間以外の 交易活動 との 比較を踏 まえて ，以　i
i 下の 点が結論で きる 。   八 重山 内部 の 交易は ， 隣 りあ う地域 の 立地 と生業の 違 い に基づ い て い 　l
i た 。  一方 ，それ は悪性マ ラ リ ア の 伝播 ・津波 の 災害と い っ た 歴史的事件，人頭税下の 稲作の　 i

i 強制 ・移住の 禁止 な どの 政治的 な制約 に よっ て も大 き く左右さ れ た 。  も っ と も大 きい 購買力　i

i と
一定の 単位を もつ 稲束は 「貨幣」 の 役割を果た し た

。   こ の 「貨幣」を生産す る こ と が で きな 　i
i い 黒島の 人 々 は ，み か け は 対等な交易関係 の なか で 従属的 な地位 に お か れ る こ とが あ っ た 。　　 i
L．■幽．・．凾．幽鹽9・．凾・一・・一・一一一一r．曾．r．．■，曾．．，一．．一．．，−T−一，，．r冒．．冒r冒曹．■r〒tttt．tt．一齟一tr■tt■■●，9■，■，曾■，9■，■鹽■●●鹽●r一凾tt．幽齟．一一一．．．‘一齟’．一．．ttttttt・凵tt．．．‘凾一’．．’．凾r．．．凾一一．’一．’．●噛t，曾曾■■，，，罸，T．響■，，■，t．“

1． は じめ に

1．1．

1．2．

1．3．

1．4，

目

研究 の 目的

研究の 方法

次

地域差 の 大 きい 琉球 弧

話者

2， 高い 島と低 い 島

　2．1， 西 表島と黒島の 物 々 交換の 概要

　 2．2．　 生活環境 の 対比

　2．3．　 生業経 済の 対比

　　 2．3．1． 西 表島

　　 2．3．2．　黒島
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3． 西 表島と黒島間の 物 々 交換 の復 元

　3．1． 名称

　3，2． 稲束 と灰

　3．3， 稲束 ・白米 と麦
・豆 ・海藻

　3．4．　 西表 島で の 黒島漁民

4． 黒 島
一

西表島以外 の 物 々 交換

　4．1， 黒島の 漁民集落 と農民集落

　4．2． 黒島と新城島

　4．3． 西 表島 と鳩間島

5， 物 々 交換 の 衰退 と二 島間交易の終結

　5，1． 稲束と灰 の 場合

　5．2．　戦中 ・戦後の 状況

6， 考察

　6．1． 交易 の 生態的基盤 を め ぐっ て

　6．2． 西表島 と黒 島の 物 々 交換 の 歴史

　6．3． 社会関係 ・贈 与 ・交換率

　 6，4． 貨幣 と して の 稲束

　 6，5． 中央 ア フ リ カ との 対比 と今後の 課題

1， は じめ に

1．1　 研究の 目的
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 や　 え ぐ t

　小論は ，日本の 最 南端の 八 重 山の 島 々 で お こ

なわ れた ，現 金 を 伴わ な い 交 易活 動 （物 々 交

換） の 聞き取 り調査 に よ る復元 とそ の 経済人類

学的分析 で ある。
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 いりおもて

　 1974年頃か ら毎年の よ う に 西 表 島を 訪 れ ，

延べ 2年近 く滞在 しなが ら ， 私が こ う した主 題

の 重要性 に 気付 い た の は最近 の こ とで ある。蒙

を ひ ら い て くれ た の は 3度に わ た る ア フ リ カ で

の 経験で あ っ た 。

　中央 ア フ リ カ の ザ イ ー
ル 共和国で 野外調査を

す る機会に恵まれ た私 は ，物 々 交換が さか ん に

お こ な わ れ て い る 現場 を 目撃 し た 。例 え ばザ

イ
ー

ル 川沿 い の 漁民 とそ の 近 くに 住む焼畑農耕

民の 間に は 魚 と農産物を定期市で 直接交換 しあ

う習慣 が広 く認め られ る 。 研究の 結果 ，あ らま

し以下 の よ うな こ とが 明 らか に な っ た 。

　 ア フ リ カ の ある地域では ，植民地化以来 の 現

金使用 の 長 い 経験 が ある に もか か わ らず ，現金

が拒否 されて 物 々 交換 が選択 され る 場合 がある 。

漁民 の 集落 で は ，食料 の 入手 に あた っ て 物 々 交

換 で 入 手す る量が現金 で の 購入 量を上 まわ る こ

とも まれ で は な い 。隣 りあっ て 住む漁民 と農耕

民の 集 落間の 食物 の 物 々 交換は ，政府に よる弾

圧 に も対抗 し て 生 きの びて きた 。 大幅なイ ン フ

レ の 中で ，紙幣に 対す る信頼が 失わ れ て い る昨

今は ，新設 され る物 々 交換市 さえみ られ る （安

溪 1984a，　1984b ，　1986a）。

　 ザ イ
ー

ル 共 和国 で 私が 見た よ うな物 々 交 換

は ，け っ して 過 去の 遺物では な く，
一

定の 経済

的役割 を今 日も果た して い る。ま た
， それ は ，

単に 経済的重要性を もつ だ け で な く，人的交流

の 結果 と して の 言語の 同化 と共通の 帰属意識の

発生 を もひ きお こ し た場合が あ り，民族集団 の

形成 と変容に も重要 な役割を果た し て きた 可能

性 が ある と考え られ た の で ある。

　 メ ラ ネ シ ア に お け る マ リ ノ フ ス キ ーの ク ラ研

究 以来 ， 交易交換 の 研究は 盛ん に な っ た 。 しか

し，交換 の 社会 的ある い は象徴 的意味に つ い て

の 議論は多 い が ，食物な どの 生活必 需品の 非儀

礼 的 な物 々 交換 の 研 究 は 少 な く（CHAPMAN

1980），と くに そ の 方法 や 等 価 を決 定 し て い る

も の に つ い て の 信頼す る に 足 る報告は きわ め て

少 な い （HERsKOVITS　 l965 ； VAN 　 DER 　 PAS

I973 ； SuNDsTR6M 　l　974）。マ リノ フ ス キ ー自身

も ，
ク ラ研究に 注い だ 情熱 に 比 べ て ，彼が 「純

粋な物 々 交換 （pure　barter）」 とみ な し た ，食物

の 交易で あるギ ム ワ リ に つ い て は ， 不充分 な記

述 し か 残 して い な い の で あ る （MALINOWSKI

l922 ；SM 正TH 　1983）。

　 日本 で は ，お 金を使わ な い 取引が存在 し た こ

と の 記憶 さえ 薄 らい で い る の が 現 状 で あ ろ う

が ，それは ご く近年 ま で 各地 で お こ なわ れ て い

た。瀬川清 子の 労作 『販 女』 （瀬 川 1971 〔194

3〕）は ， 日本各地 の伝統的な物 々 交換 の 例 を ，
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漁村 と農村の 関係を 中心 に 多数紹 介 し て い る e

物 々 交換 に 関す る記述は ，瀬川が 引用 して い る

もの の 他 ，松川 （1928）な どが あ り ， 多 くの 民

俗誌に も散見す る。沖縄県 に 関 し て は ，『沖縄

の 民 俗資料　第 1集』 （琉球政 府文 化財 保護委

員会　1970）に 「交易」 の 項があ り地域間 の 比

較に 便利で ある。 し か し ，こ れ ら の 報告は い ず

れ も断片的で ，地域研究 と して 日本の 物 々 交換

を正 面か ら と りあげた も の を 寡聞に し て 私 は 知

らな い 。 こ れ が ，小論で 数十年以前 の 遠 い 記憶

の 中か ら八 重 山 の 物 々 交換の 実体 をす くい あ

げ，で きるだけ詳細 な記録 を残そ うと試み るひ

とつ の 理 由で ある。EINZIG （1966） も ， 伝統 経

済 の 研究が重要で しか も緊急 の 課題で ある こ と

を強調 して い る。

　現在生 きて 機能 して い る ア フ リ カ の物 々 交換

市を見た 目で
， 現金使用 に お お い つ くされ る以

前の 日本 の伝統的経済の 復元を試み れ ば どの よ

うに 見 え て くるだ ろ うか。小論は ， こ の 設 問に

答え る た め の 第
一

の 足掛 か りで あ る。 こ こ で

は ，日本 の 最南端 の 島 々 を と りあげた が ，日本

の 他の 地域で の 調査 も予定 して い る 。 そ の 中心

的課題は ，異な る生活環境に 住み ，異なる 生業

形態を も つ 複数の 集団が 生活 必需品の 物 々 交換

を通 し て 相互 に 深 く依存 しあ っ て い る よ うな事

例 の 復元 と分析で あ る。 し た が っ て ，
一

集落の

内部で お こ なわ れ る 品物や 労働の 交換 ，あ る い

は遠隔 の 地域 を結ぶ 交易活動 ， さ ら に は 専業的

な仲買人や 小売商人 の 活動 な どは ，伝統的経済

の 全体像を つ か む上 で は 欠 く こ とがで きない に

して も，本報に と っ て は やや 副次的な興味の 対

象と い う こ と｝こ な る。

1．2　研究の 方法

　調査に あた っ て は ，既存 の 文献が あ る場合は

こ れ を参照 し た が ，私が解 明 した い と考え て い

る よ うな近距離 の 交易に つ い て の 記録は きわめ

て 少な く ， 具体的 な像を描 く役に は た た な い こ

とが ほ と ん ど で あ っ た 。

　野外調査 に あた っ て は ，聞き取 りだ けに 頼 ら

ず ，島の 生態的基盤 を把握す べ く調査を お こ な

う こ とに 努め た 。 しか し ， 交易 に つ い て の 物質

的な証拠な どは ほ とん ど残 っ て お らず ，聞き取

りを通 し て ，人 々 の 記憶を た どる とUr う方法が

中心に な らざ るを得な か っ た 。 さらに ，話者 の

経験 に よ っ て 話の 内容に も食 い 違 い がみ られ ，

話者が ど うい う経験を もつ 人物 で ある か を 明ら

か に しな が ら記録 し，考 察を進 め て ゆ く必 要

が
，

こ れ ま で 私が お こ な っ て きた 農耕文化 の 調

査 の 場合 よ り大 きい こ とが痛感 され た。

　野外調査 は ， 1974年か ら1986年に かけ て ， 延

べ 22ヵ 月間実施 した 。 物 々 交換に つ い て の 集中

的な 聞き取 りは ，1984年に 着手 した 。

　なお ，議論 を進め る に あた っ て ， 人間の 活動

の なか で 何が物 々 交換で あ り何が物 々 交換 で な

い か ，とい う定義 の 問題 は ，貨幣 とは な に か ，

とい う問題 とと もに 避け て通る こ とが で きない 。

じ っ さ い ，贈与と物 々 交換 ，ある い は 狭 い 意味

の 物 々 交換 と い わ ゆる 「原始貨幣」 の 使用の 範

囲を どの よ うに 区 切 る か は ，それほ ど簡単に 定

義で きる問題 で は な い
。

　CHAPMAN （1980）は ，「純粋な物 々 交換」 の 定

義を 与え て は い るが ，同時に また実際の 物 々 交

換は 生身の 人間が お こ な う こ とで ある か ら，社

会的 ・心 理 的状況を反映 し て つ ね に 「不純」 な

もの で ある こ とを認め て い る。彼女は ，物 々 交

換 に 少な くと も 5 つ の や り方が あ り うる こ とを

述 べ た 。 そ れ は
，   駆 け 引 き，  決ま っ た交換

比率 の 適用 ，  駆け引 きも決ま っ た交換比率 も

ない 交換 ，  信用 すなわ ち後払い ，  価値基準

と して の 「貨幣」 の 使用で あ る 。
こ れ ら は 必 ず

し も互 い に 排 除 し あ うも の で は な い 。最後 の

　「貨幣」 は い わ ゆ る 「原始貨幣」 を指 して い る。

POLANYI （1957 ） は ， こ れ を 限 定 目的 貨 幣

（limited−purpose 　money ）と よ ん で ，現在わ れ

わ れ が使 っ て い る近代 ヨ
ー

卩 ッ
パ 起源の 貨幣 で

ある
一

般 目的貨幣 （general−purpose　money ）と

区別 し た 。

　 EINZIG（1966）は ，価値の 基準 とし て の 貨 幣

は ，「客観的また は抽象的な単位 で ，物 々 交換
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八 重 山の 地図申、▲ の記 号が あ る島 は 高島 で あ る。

図 1　西 表島と黒島を中心 と す る交易網 （大正時代）

を容易に す る た め の 勘定の 単位と し て の 役割だ

けを は たす もの 」 と定義した 。 こ の 定義に 沿 っ

て ，従来 「原始貨幣」 とは考え られ て こ なか っ

た よ うな もの （中世 ノ ル ウ ヱ
ーの バ タ ー

や 19世

紀 オ ー
ス ト ラ リ ア の ラ ム 酒な ど） を含む きわめ

て 多 くの 事例を 「貨幣」 の 使用 と認めた 。 私 も

前述 の ザ イ ール 川沿い の 伝統的な定期市で は ，

交易 され る もの の 中で 魚が も っ と も強い 購買力

を もち ，借 りを返済す る用 途に も当て られ る こ

と か ら ， 漁民 の 側に 魚を
一

種の 貨幣 とし て 使お

うとす る 意図が働 い て い る こ とを指摘した こ と

が ある （安溪　1984a）。

　物 々 交換や 「貨幣」 の 理論的定義に あま り こ

だ わ る と ，実際に お こ な わ れ て い た 生活活動の

多様性を 見逃すお それが な い ともい えない 。こ

こ で は まず ， 当の 島民た ち 自身の概 念に な る べ

く忠実に 記載を 進め
， 討論に お い て 理論的な 問

題点に つ い て も考察す る こ とに した い 。

1．3　地域差の 大きい琉球弧

　研究 の 対象とする 地域 は ，西表 島 （方言で イ

リ ム テ ィ ） と黒 島 （フ シ マ ） で ある 。
こ の 2 島

は 八 重山地 方に 属 し て い て ，九州 と台湾の 間の

島 々 の つ らな りで ある琉球弧 の 最南部に 位置す

る （図 1）。

　地域 と して の 琉球弧 の 特徴 の ひ とつ は
， その

著 し く大 きい 地域差に ある。ある集落で 得た概

念が ， 隣の 集落で さ えま っ た く通用 しな い 場合

が ある こ と も指摘されて い る し，隣 りあ う島で

も言葉 が互 い に 通 じな い ほ ど違 うこ とが珍 し く

な く，ま た ， 明 らか に 同 じ語源を もつ 言葉が 違

表 1　 話者 の 生 年 、性 別、出身集 落

生 　年
　 西 表 島西部 の 集 落
西 1＝祖納　西 2 ＝干立

黒 島の 集 落
黒 1 ＝東筋

西 3 ＝網取 黒 2 ＝保 里

〜1900 西 2a 黒 IQ
1901〜1910 西 2B 西 2C 西 ld 西 1e 黒 2r

西 IF 西 1g 　西 2H 西 11 黒 lS 黒 1t
1911〜1920 西 1J 　西 IK 西 3L 西 3m
1921〜1930 西 2N 西 20 黒 2u
1931〜1940
1941〜1950 西 1P

ア ル フ ァ
ベ

ッ トの大 文字 は 男性、小文 字は 女性 で あ る 。
同 じ島 で は ア ル フ ァ

ベ
ッ トの 順 番 が早 い ほ ど 高齢 で あ る。
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うもの を指 し て い る こ と も あ り うる 。（安溪

1984c）。 したが っ て ，
こ の 報告 は ，東 ア ジ ア の

物 々 交換経済研究の 第
一歩 に 過 ぎず，そ こ か ら

得 られ る結論を 例えば琉球 弧全体 の 中 に 位置づ

ける た め に は ，綿密な比較研究を 積み 重ね る必

要が ある。

1．4　話者

　黒島で 5 名 ，西 表 島西 部 で は 16名 の 話者 の

方 々 か ら物 々 交換の 経験を うか が うこ とが で き

た 。 話者の 個人的な経験 の 差が大きい の で
， す

べ て の 聞 き取 り資料に 話者の 略号 を つ ける こ と

に す る 。 表 1は ， 話者の 略号 の 一覧で ある 。 こ

れ に よ っ て
， それぞれの 情報の 話者の お お よそ

の 年齢 ，性別 ，出身集落が わ か る よ うに し て お

く。話者は ，出身集落の 略号に ア ル フ ァ
ベ

ッ ト

1文字を加えて 示す。ア ル フ ァ ベ
ヅ ト の順番が

早 い 話者ほ どそ れ ぞれ の 島 で の 年齢 は 上 で あ

り，大文字は 男性 ，小文字 は 女性を示 す。集落

別 の略号 は 以下 の 通 りで ある 。 西 1 は 西表島西
　 そ な い
部祖納 （方言で ス ネ。租納 とも書 く）集落，西
　 　 　 　 　 　 　 ほしたて

2は 西表 島西部干立 （フ タ デ。星 立 と も書 く）
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あみ と り

集落 ，西 3は西 表島西 部網取 （ア ン ト ゥ リ ）集
　 　 　 　 　 　 　 　 　 あが ウすじ

落を示 し ，黒 1 は 黒 島東 筋 （ア
ー

ス ン ），黒 2
　 　 　 ほ　　り

は黒島保里 （プ リ）集落で あ る。それ ぞれ の 集

落の 位置 に つ い て は ，図 1 を参照 され た い e

　 こ れ ら の 話者の な か で 多 くの お話を うか が っ

た の は ，祖納 の 〔西 1F 〕 氏 と保 里 の 〔黒 2

r 〕氏で ，
こ の お ふ た りは 実際 に 相手の 島へ の

物 々 交換の 旅 に 同行 した経験が あ る 。干立 で は

〔西 2C 〕氏 ，東筋で は 〔黒 1t 〕氏が 中心 的

な話者 で ある。なお ，祖納 の 〔西 1K 〕氏 は ，

次に 引用す る 『沖縄の 民俗資料　第 1 集』 の 話

者で ある 。こ の 5 名の 話者 は ，物 々 交換が お こ

なわれ た大正 時代か ら昭和 の 始め に か けて 長期

間島を離れ る こ とがなか っ た方 々 で ある 。

2． 高い 島 と低 い 島

2，1 西表島と黒島の物 々 交換 経済 の概要

　八 重 山で は 島と島を結ぶ 物 々 交換に よる交易

と しては ， 黒島と西表島西部 の 間の もの が知 ら

れて い る。その概 要を，『沖縄の 民俗資料 第 1

集』は 西 表島西 部の 祖納集落で の 報告 と して 次

の よ うに 述べ て い る。下線 の 部分は 私 の 聞 き取

り調査 の 結果 と一致 しな い が ，訂正 は の ち ほ ど

お こ な う こ と に して ，そ の ま ま引用す る。

　　 o 当地の 特産品は 米で あ る。ほ とん ど自給

　　自足 の 生 活 を した が ，や は り米 の ほ し い

　 　 た げとみ

　　竹富 ， 黒島の 人た ちが 当地 の 人 の 喜ぶ よ う

　　な産物を もっ て きて 交易 し た 。

　　 O 竹富船 ， 黒島船を もっ て 交易に や っ て き

　　た 。麦 ・豆 （大豆，小豆 ），あお さ （海 産

　　物） な どを も っ て きて 米 とか えて い っ た 。

　　 o 西表 の 水田 は 土質 が窒素分に 富み ，
カ リ

　　分が不 足 し て い る の で 木灰 が 必 要で あ っ た 。

　　特に 黒島の 木灰は よ くきくと の 評判が高 い

　　の で ，こ ちらか ら米を も っ て黒島へ 巫 買

　　 い に で か け て い た （琉球政府文化財保護委

　　員会　1970）。

2．2， 生 活環境の 対比

　石垣 島を 始 め とす る 八 重山 の 多 くの 島で は ，

人の 住む 島を ふた つ の 種類に 呼びわ け る習慣が

ある。その ひ とつ は ，タ ン グ ン 島で ある 。 こ れ

は ，も とも と田国 島の 意味で ，山が あ り ， そ こ

か ら川が流れ出 し，それ を水源 とした 水田が 開

けて い る ，比較的大きな 島々 を指す。西表島 ・
　 　 　 　 こ は ま　　　　　よ　な　ぐ に

石垣 島 ・小浜島 ・与那国島が こ れ に あた る。い

ま ひ とつ は ，ヌ ン グ ン 島で ，こ れ は ，野国島 と

い う意味で ある と い う。山 も川 もな い 平た い 島

で ，水 田は ま っ た くな い か ，た とえ あ っ て も
ぽ て る ま

波照 間島の よ うに わずか な天水 田 の み の 島 々 で
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 あらぐす く　 　 　 は と ま

ある。竹富島
・黒 島 ・新 城 島 ・鳩間 島 ・波 照

間島が これ に 相 当する （喜舎場　1934）。前者は

地理学で い う高島で あ り，後者は隆起サ ン ゴ礁

か らな る低 島で ある （目崎　1980；小 林　 198

4）。さ らに ， 石垣 島の 北部 と西表島全 島に は 19

61年ま で 悪性の 熱帯熱 マ ラ リ アが分布 し 「有病

地」 と して 恐れ られ た の で あ っ た （安溪　1984
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c ）。

　 こ の 類別に 従 うと ， 黒島は ヌ ン グ ン 島で か つ

無病地で あ り，西 表島は タ ン グ ン 島の 有病地 で

あ っ た 。た だ し，今 日の 西表島西部で は
一
ヌ ン

グジ マ 」 とは い うが タ ン グ ン 島に あた る言葉 は

知 られ て い な い
。 た だ ，稲の 島の 意味で 「マ イ

ジ マ 」 とい う場合がある。

2．3　生業経済の 対比

　 交易活動や 市の 研究に あた っ て は ，交易活動

や 市だ けを詳 し く観察す るだ けで は 不充分で あ

る。一般 に 交易活動は ， 参加 者の 生活誌の
一

環

と して 研究 し な い か ぎ り充分 な理解は 望め な い

（安溪 1986a）。そ こ で ，や や遠 回 りの よ うで

は ある が
，

ふ た つ の 島を結ん だ交易活動の 具体

的説明 に 入 る前に そ れ ぞれ の 島の 明治末か ら大

正 時代に か けて の 生業経済の 特徴 を対比 させ て

お くこ と に した い 。

2．3．1．　 西表 島

　西 表島は東部 と西 部 とに わ か れ ，方言 も伝統

文化 も異 な っ て い る。1977年に 北岸道路 で つ な

が る まで は ，別 の 島 と い っ て も さ し つ か え な
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ：　 み

か っ た 。西 部最 大 の 集落 は 祖納 ， 東 部は 古見

（ク ン ） で あ っ た 。
こ こ で は ，西表 島西部を調

査地 とす る 。

　 西表 島 西部 で は ，他 の タ ン グ ン 島 に もま し

て
， 水 田稲作 が 重視 された 。 人頭税 の 時代に は

男は 玄米 を，女は グイ フ （貢衣布） とよばれ る

布を上 納す る こ とが 義務づ け られて い た。明治

36年 に 人頭税が廃止 され た あ と も ， 玄米の 平均

収量 は ，反当た り 7 な い し 8 斗程度 とい う低 い

水 準に とどま っ て い た。そ の た め ，昭和の 始め
　 　 　 　 　 ほ うら い ま い

に 新品種 ・蓬莱米が 台湾か ら導入 されて広ま る

ま で は （安溪 1978），畑作 もか な り重要で あ っ

た。常畑 の ほ か に ，長期休閑をす る焼畑 と ， 低

島と基本的に 同 じや り方の 短期休閑の 切 り換え

畑 とが あ っ た 。主な作物は サ ツ マ イ モ と粟と若

干 の ダ イ ジ ョ （熱帯系ヤ V ノ イ モ 類） お よ び 水

田 に つ くる サ トイ モ （い わ ゆ る 田芋） で あ っ た

　（安溪　1985a ，1986　b ，印刷中　； 安溪貴子

1987a ）。

　 西 表島の 生業形態の 特徴 は ，一
年を通 じて 海

と山を 多角的に 利用 して きた 点に ある。専業的

漁民は い なか っ たが ，海藻や 魚介類を採 っ て 自

給 した し，山の 動植物 に 対す る深 い 知識 に 支え

られ て
， 犬や 罠を使 っ た り リ ェ ウ キ ュ ウ イ ノ シ

シ の 狩猟や 野生 の 食用植物の 採取 もひ ん ぱ ん に

お こ なわ れ て きた （安溪　1984d）。

　労働交換の 制度が あ っ て ，田 の 荒起 こ し や 田

植えはほ とん ど の場合 ユ イ （相互的労働交換）

で お こなわれた 。稲刈 りは家 ご とに お こ な っ た

が ，加勢 を 頼 む場 合 は ，日当 と し て 2v ル シ

（1 マ ル シ は 周 囲約 6寸 の 束を 30あわ せ た もの 。

普通作で 白米約 3 升 に 相当） の稲束を 手渡す こ

と に な っ て い た （安溪　1978）。 畑仕事 な どの 場

合は ， 2食 を提供 した うえ，白米 3 升を 与える

の が普通だ っ た 〔西 1F 〕。

　人頭税時代に は ， ふ た つ の 社会階層が あ っ た 。

ひ と つ は ユ カ リ ピ ト ゥ と呼ば れ ， 平民で ある ブ

ザ と区別 され た。 ユ カ リ ピ ト ゥ は ，原則 と して

公認の 家系図 （家譜） を もち ，役人に な る道が

開けて い た 。また ，人頭税の 負担 もブ ザ よ り軽

か っ た。 しか し ，役人を勤め た 経験 の な い ，下

級の ユ カ リ ピ ト ゥ の 日常生 活は ， ブ ザ と大差が

な か っ た （里井 1987）。明治36年の 統計に よ る

と ，西 表島西 部 の 祖 納 と干 立で は ，ユ カ リ ピ

ト ゥ （士 族） の 割合が 43％ と高 く，石垣 島 の
し　 か

四 箇字に 次い で い た （里 井　1987）。

　人頭税時代に は ，西 表島の 広大な 山林は役人

の 管理の 下に お か れ ，島民が勝手に 処 分す る こ

と は 許され な か っ た 。 周辺 の 島 々 が 必要 とす る

建材等は ，山林をわ りあて て 伐採 させ た。 した

が っ て ，高島 と低 島の あい だ の 材木 を介 す る

物 々 交換関係は 成 立 し な か っ た と考え られ る 。

　大正 もなか ば をす ぎる と，島の 面積 の 9 割近

くを占め る森林か ら出 る材木や染料 ・線香 の 材

料な ど，山仕 事が 島民に 多 くの 現金収入 を もた

らす よ うに な っ て く る 〔西 IF ・西 2C 〕。西

表島西部 で は 明治半 ば か ら石 炭 の 採掘 が 始 ま
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り，日本各地や 台湾か ら連れ て 来 られた坑夫た

ち が過酷な強制労 働 に 従 事 し て い た （三 木

1985）。住民 は炭坑 へ の 坑木や 野 菜 な どの 供 給

を担当 した 。た だ ，こ れ に よ っ て 得 られ た も の

は ， 換金 で きな い 炭坑切符で あ っ て ，炭坑の 売

店 で の 商品 の 購入 に あて られ る の み で あ っ た 。

〔西 1F 〕。

　こ の よ うに して 大正なか ばか ら西表島西部は

急速に 外部 との つ なが りを もつ よ うに な り，自

給自足 の 体制 も崩れ て い く こ と に な る。

2．3．2， 黒島

　波照間島以外の ヌ ン グ ン 島に は水田 が なか っ

た。 しか し，黒 島を 除 く竹富
・新城 ・鳩間の 各

島の 住民は ，人 頭税時代か ら西表島に 水田 を も

ち ，片道10  以上 を舟で 通 っ て 耕作 し た の で あ

る 。
こ の 遠距離通耕は 最近ま で 続い て い た （浮

田　1974）。つ ま り ，
八 重山の 島 々 の 中で 黒 島だ

け が 稲作 の 欠如 し た 島で あ っ た （安溪　1978）。

　生業の 中心 は畑作で
， 自給用 と して も っ とも

重要だ っ た の は 17世紀末に 導入 された サ ツ マ イ

モ だ っ た 。そ の ほ か に 麦 ・粟 ・モ ロ コ シ （タ カ

キ ビ） な どの 穀類 とさ まざまな 豆類 を栽培 した 。

ヤ ギの 飼養 も盛ん で あ っ た 。人頭税は ， 粟 と貢

衣布で 納めた 。
　 　 　 　 　 　 　 あが りす じ

　島 の 中央 に ある 東 筋 （方言で ア ース ソ ）集落

な どに は 少数 の 漁民 もい る が ，おお むね畑作が
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 ほ 　 り

生業 の 中心で あ っ た。半農半漁の 保里 （プ リ）
　 　 　 　 　 　 　 　 い　　；

や漁業専業に 近 い 伊古 （ユ ク。明治末頃に 沖縄
　 　 い と まん

島の 糸満か ら の 移民が建 て た 集落） な どの 集落

が あ る 〔黒 1t 〕。明治 36年に は ，黒島の 士族は

人 口 の 11％ で ，ヌ ン グ ン 島 と して は平均的な割

合 で あ っ た （里 井　1987）e

　集落 内で の 多様な労働交 換 の 制度が あ っ た

（琉球政府文化財保 護委員会　1970）。労賃の 支

払 い に もさ まざ まな物 を あて た 。 東筋 で は ，漁

師の サ ツ マ イ モ の 畑作 りを 請け負 っ て ，ひ と り

1 日 に つ き 5 斤 （3   ） の 鮮 魚 を 受け 取 っ た

り，あ る い は ヤ ギの 肉の 炊 い た もの 小鍋 ひ と つ

分を 畑で の 仕事 に 対す る 「一日手間」 と して 受

け取 っ た りした 〔黒 1t 〕。

　大正 時代 ま で は ， 現金 の 使用 は 稀 で あ っ た

〔黒 1t 〕。 大正 7 ，
8 年 こ ろ は ， 小売店 がで き

た が （琉球政府文化財保護委員会　1970）， 昭和

の 始め ま で 店 で の 支払 い に も鶏卵や モ ロ コ シ や

縄な どを あて て る こ とが 普通だ っ た 〔黒 2u 〕。

　現金収入 とし て は ，サ ト ウ キ ビ か ら採れ る黒

糖や ，大正 時代に
一時盛 ん だ っ た養蚕な どが あ

げ られ る 〔黒 1t 〕。現在は
， 肉牛の 飼養が盛 ん

で あるが ，これは 昭和に 入 っ て か ら始め られた

もの で ある（琉球政府文化財保護委員会 1970）。

　黒島は ，八 重 山 の 造船の 発祥地 と も伝え られ

（須藤 1940）， 杉板を剥 ぎあわ せ た 天馬船 と称

す る大型 の 船が多 く用 い られ ，こ の 時代の 西表

島で は 松 （リ ュ ウキ ュ ウ マ ツ ） の く り舟の 使用

が一般的だ っ た の と は 対照的であ っ た。

3， 西表 島と黒 島間の 物々 交換の 復元

3．1． 名称

　お金 を使わ な い 品物 と品物の 交換 の こ とを黒

島 ・保 里 で は ，コ ーカ ソ と い っ た 〔黒 2r 〕。西

表島西 部で も コ
ーカ ン とい う 〔西 lK ・西 2N

・西 3L 〕。も うす こ し老年 の 話者 に よれ ば ，

こ れは 比較的新 し い 言 い 方 で あ っ て ，昔 は ，カ

イ ある い は ト ゥ リ カイ とい っ た 〔西 1F 〕。な

か に は ，（ア メ リカ風 に ） バ ー
タ あ る い は チ ェ

ン ジと い う五 十代 の 人 〔黒 2u 〕 も い る。

3．2． 稲束と灰

　灰 が黒島と西表島の 交易の 最重要品 目だ っ た。

黒島の 保里 集落 で は ，母 屋か ら離れた炊事棟の

中に 灰が 山積み に して あ っ た 〔黒 2r〕。 か ま ど

の後ろ の
一

画が ひ とつ の 別 の 部屋 の よ うに しつ

らえ て あ っ て
， や や 湿 り気を帯び た 灰が積 まれ

て い た 〔西 lF 〕。

　黒島に は 薪を とる よ うな 森林が な い の で 1 炊

事 に は 木以外の もの を燃や した 〔西 1F 〕。（し

た が っ て ，r沖縄の 民俗資料　ce　1集』 に 「黒島

の 木灰」 とある の は不 正確で ある 。） 木を 燃や
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した 灰な ら西表に もあるが ，それで は稲の肥料

と して の 効果が薄 い 〔西 1F 〕。

　 それ で は ，何 の 灰で あ っ たか 。
こ の 点で ，黒

島へ 行 っ た経験 の な い 西表島の 話者は
， あ る い

は 「小豆や大豆の つ る 〔西 1e 〕」 と い い ，ある

い は 「豆 や サ ツ マ イ モ の つ る と麦 ワ ラ 〔西 2
C 〕」 とい う。しか し，実際に 黒島へ 物 々 交換に

行 っ た経験 の あ る話者に よれ ば，西表 島 の 農民

が 求め て い た もの は ，「シ ト ゥ チ ヌ パ イ」 つ ま

りまだ 枯れ き っ て い な い ソ テ ツ の 葉 を燃や した

灰で あっ た 。黒島の ソ テ ツ の 灰 は 稲の ク イ （肥

料） として 強い 効 き 目が あ っ た 。水 田に ま くと

始め は 効果 が見えな い が
， 穂 が 出て か ら違 い が

で た 。 シ ピ ダ マ イ （し い な） が減る の で ある 。

実際に は
，

ス ス キ を主 と した他 の灰 も混 じる の

で ある が ，西 表側か らみ る とそれは 黒島側の 策

略で あ っ た 。 物々 交換の 現場 で
， 西 表側が 「ス

ス キ の 灰で 相 当水増 し して ある」 と文句を つ け

る の に 対 して 黒島側は 「ソ テ ツ ぽか りだ」 と言

い 争 う場面 もあ っ た 〔以上 ，西 1F 〕。

　 以下は ，話者の 中でた だひ と り黒島 へ の 物 々

交換に でか け た こ と の ある 〔西 1F 〕氏に よ る

交易の 状況で ある。彼は ， 17， 8 歳の 頃に 近所

の 大人に 連れ られ て 10度 ぼか り黒島へ 行 っ た こ

とが ある。西表か ら黒島 へ 行 く季節 は ，海が凪

ぐ 4 ， 5 月の ウ ル チ ム （陽春） の こ ろ が 多か っ

た。 しか し ， 12月の 田植えの 前に 行 く人 もあれ

ば ， 6 ， 7 月の 農閑期に も ら っ て きて お く人 も

あ っ た 。灰 を入 手す る た め に 1年に 3度 も黒島

へ 行 く人 が あ っ た 。（黒島側 と し て も ， 1年分

の か ま ど の 灰 を 貯蔵 す る 場所 は な か っ た だ ろ

う。）大人 とまだ 充分漕 ぐこ とが で きな い 若者

と の ふた りで くり舟を漕 い で ，早朝に 発て ば ，

西表 島の 北側を通 っ て 午後 3 時に は黒島に 着 く。

風 向きが よ けれ ば帆もか けた 。 南 まわ りは ，潮

の 流れが速 い の で 避け る 。黒島に は 1泊か ら 3

泊 ぐらい す る の が普通だ っ た。
一

人前に 漕 ぐこ

と もで きな い 若者 で ある 〔西 1F 〕氏を よ く連

れて い っ て くれ た理 由は
， 今に し て 思 えば ，客

に ふ る まわれる黒島名産の 粟の 酒 （泡盛。ふ つ

うは 米で つ くる ） の飲み 代が増え る楽 しみ の た

め だ っ た か もしれ な い 。酒を飲 まな い 若者は ，

もっ ぱ ら粟の 飯 とサ ツ マ イ モ を 食べ させ られた。

灰 は ， 桝がわ りの 箱 で 量 っ た。 3升入 り くらい

の 箱だ っ た と思 うが正確 な記憶 で はな い
。 受け

取 っ た灰 は ，西表 島で 籾を発芽させ る の に 使 う

タ ー
ラ グ （チ ガ ヤ 製の 上が 開い た俵状の 容器）

を灰 の 容 器 に 流用 し て ， く り舟 に 積ん で もち

帰 っ た 。
ス ス キ の 葉 を敷 い て か ら灰を 入 れ れ

ば ，灰は 漏 れ た り風 で 飛 ん だ りす る こ とは な

か っ た 〔西 lF 〕。

　 黒島に 来る西 表島の 男た ち は ，「灰 を売 っ て

下 さい 」 と言 っ て 訪ね て きた。これに 対 し て 黒

島側が 売 る こ とを断わ り ， 灰 を た だ で 渡す と，

その お 礼 として 稲束を くれた もの だ っ た 〔黒 2
r 〕。（こ の 発言は ，話者 の 少女時代の 記憶で あ

るが ， 灰 と稲束 を贈 りもの と し て や りと りす る

が
一

般的で あ っ た か の よ うに 語 られ て い る。 し

か し，〔西 lF 〕氏が 記憶する よ うに
， 交換の 前

に 計量 した り ， 灰 の 品質に つ い て 口 論 した りし

て い た こ とか ら ， 灰 と稲束 の や りとりは 贈与 の

交換で は な く，交 易 と し て の 物 々 交換 が 中心

だ っ た と考え るべ きで あろ う。）

　灰 と稲束の 物 々 交換 の た め に 黒 島か ら西表島

に 行 っ た 経験 の ある話者に は 会 うこ とが で きな

か っ た 。 逆 に ，黒島か ら西表島に 来た こ とを記

憶 し て い る西 表島の 話者は 少な くな い
。 毎年 1

度は ， 5 ， 6人が乗 り組んだ大型の 天馬船が 黒

島か ら干立 と祖納 に 来た 〔西 2C 〕。 2 斗 ば か

り入 る ，西 表島の もの よ り大 きい タ ーラ グに灰

を詰め た もの を満載 し て い た 。 その 時期 は 稲刈

りの あ との 海が凪 ぐ時だ っ た 〔西 lF 〕。黒 島

で灰 を先渡 し して お い て ， あ とか ら西表島西部

まで稲束 を 受取 りに 来 る 場 合 もあ っ た 〔西 2
B 〕。黒 島か らわ ざわ ざ来 る の は 「灰 が 売れ

残 っ た」 場合だ っ た 〔西 lF 〕と もい う。灰に

対 し て は プ ー
マ イ （穂 の まま の 米） を 渡 した

〔西 2C 〕。

　西表島の 男達 が 黒 島 へ 行 っ た 目的 の ひ と つ

に ，酒を ご ち そ うに な る こ とが あ っ た の と同 じ
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よ うに ，黒島人 の 西表 島で の 最大 の 楽 し み は ，

米の 飯を た だ で た ら ふ く食べ る こ とだ っ た 〔西

1F 〕。

　灰 と稲束 の 交換率 （barter　rate ）に つ い て は ，

正 確な記憶を もつ 話者が少ない 。その 中で ，干

立 の 〔西 2C 〕氏 の 証言は 貴重で ある。彼の義

父 は 干立 に 来た 黒島の 船か ら ， 灰がお よそ 2斗

ず つ 入 っ た タ ーラ グ 15俵を受け 取 り，そ れ に 対

して 15マ ル シ （450束） の 稲束を渡 した。結局 ，

西表 島で 物 々 交換す る時は ，
タ ーラ グ 1俵 の 灰

と稲束 1 マ ル シ が 1対 1 に 交換 され た の だ ろ う

〔西 2C 〕 と い う。 しか し，稲束を手製 の 天秤

で 計 る こ と もあっ た 〔西 1F 〕。これ は ，1 マ ル

シ の 標準は 白米 3升で あ っ た が ，品種 ・豊凶
・

刈 り手に よ っ て 変動が あ りえた （安溪 　1978）

か らで あろ う。

　交易を終えて 帰 る黒島 の 船は ， 稲束を 150 マ

ル シ （4500束） も積む こ とが あ っ た。西 表島の

マ チ キ ブ ニ （松の くり舟）な らせ い ぜ い 10か ら

24マ ル シ しか 積め な い の だか らその 大 きさがわ

か る 〔西 2C 〕。保里 の 〔黒 2r 〕氏 の 家 の 後ろ

に は
， 家ほ どの 大 きさ の ア

ー
ジ ラ （粟の 束を積

ん だ もの ）の 傍 らに 小さな マ イ ジ ラ （稲束 を積

ん だ も の ）が あ っ た 〔黒 2r 〕。（こ の よ うに ，

黒島が灰 の物 々 交換で 得 て い た稲束 は無視で き

ない 量で あ っ た。）

　西表 島 の 側が物 々 交換で 入 手 し た 灰は ，田 植

え前 の 田 に 入 れて 牛に 踏 ませ た 〔西 1F 〕。（踏

耕の 方 法 に つ い て は ， 安溪 ， 1978を参 照 。）
うら うち

浦内川流域 の ミ ナ ピ シ や 〔西 2C 〕，祖 納集落

の 南 の ミ ダ ラ な どの 浅 い ，地 味の や せ た 田を中

心に 黒 島の 灰を 入れ た 。 と くに ，水不足 で 割れ

た 田は ，
こ の よ うに し なけれ ば収穫は 望 め な

か っ た 〔西 1F 〕。ま た ， 田植 え後 の 風の な い 日

に 手で ま く こ ともあ っ た 〔西 2C 〕。

　 西表島の 1軒 の 農家が ，黒島か ら入手 し て 水

田 に 入 れ る灰 の 量は ， 2斗入 りの タ ーラ グに 10

俵か ら20俵 だ っ た 〔西 2C 〕。水 田 1反に つ き

4俵か 5俵程度 （すなわ ち 8 斗か ら 1石ほ ど）

の 灰 を入 れ た もの だ っ た 〔西 lF 〕。〔西 2C 〕

氏の 記憶で は ， 彼 の 義父が ，大 きい タ
ー

ラ グ に

15俵の 灰を入 手 した年 ，義父が 耕作 して い た水

田 の面積 は 全 部 で 1町 ほ どだ っ た 〔西 2C 〕。

（つ ま り ， 1反 当た りに ならす とわず か 1俵半

ほ どだ っ た こ とに なる。）

　当時 1反の 田か らの収量 は前述の よ うに 平年

で せ い ぜ い 7斗か ら 8 斗 ，
つ ま り23か ら27マ ル

シ 程度だ っ た （安溪 1978）。そ の うち 2割近い

4 ない し 5 マ ル シ を も黒島の 灰の 入手に あて た

とは 考え に くい 。お そ ら く，す べ て の 田 に ま い

た の で はな く，地 味の や せ た 特定の 水田 に だけ

集中的に ま い た もの で あろ う。 こ の こ とを充分

理 解す る に は ，在来稲 の 当時は
， 立地の 異な る

田を 分散 し て もち ， それ ぞれの 立地に 適 した 品

種を 多数栽培 し て 凶作が個人に 集中しな い よ う

に し て い た こ とを知 らな けれ ぽ な らな い （安溪

1978）。

　 ま た ，西表 島の 1軒に つ き 10俵 か ら20俵の 灰

とい うこ とは ，10か ら20v ル シ の 稲束が 提供 さ

れ て い た とい うこ と に な る 。〔西 2C 〕 氏が 目

撃 し た ，黒島に 帰 る船が 150マ ル シ ほ ど の 稲束

を積ん で い た と い うこ とは
， 黒島か ら乗 り組ん

で きた 5
，

6 人 が 10軒前後 の 西 表 島の 農家 と

物 々 交換 した 結果で あ っ た とい う推定 もで き よ

う。

　 稲束 と灰 の 物 々 交換の 参加者は 誰 だ っ た か。

集落 間 ・個 人間 の交易 に よる結び つ きの 実体は

ど の よ うな も の だ っ た の だ ろ うか 。

　 西表島祖納に 交易に 来た の は ，も っ ぱら黒島

か らだ っ た。同 じ ヌ ン グ ン 島で も例えば竹富島

か らは来なか っ た 〔西 1e ・西 1F ・西 lK ・

西 2C 〕。（こ の 点で 西表島 の 話者 は 『沖縄の 民

俗資料　第 1集』 の 話 者 で あ る は ずの 〔西 1

K 〕氏 も含め て 一致 して い る 。 した が っ て ，上

記の 資料中の 竹富島か ら も交易に 来た とい う部

分は 誤 りであ る可能性 が高い 。）竹富島の 明治 3

3年生 まれの 話者に うか が っ て も ， 竹富 島 の 農

民 は 西表 島の 東部に 多 くの 水田 をも っ て い た か

ら ， わ ざわ ざ西表島西 部ま で 行 く こ とは なか っ

た だ ろ うと の こ とで あ っ た 。た だ し ，干 立 の

　　　＋
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　〔西 20 〕氏に よ る と西表島の 稲籾と鳩間 島の

海産物 との 物 々 交換は あ っ た とい う （後述）e

　 黒 島か ら は
， 祖納に も干立 に も くる が ，祖納

の 人 が よ く黒 島へ で か け た の に 対 し，干立か ら

黒島に 物 々 交換 に 行 くこ とは な か っ た 〔西 2

C 〕。

　 八 重山で は 黒島の 住人 に 対 して 「フ シ マ ガ ラ

シ （黒島カ ラ ス ）」 と い うあだ名 が あ る 。
こ れ

は ，つ きあ い を して知 り合 い に な る と ，し ょ っ

ち ょ うや っ て きて 尻 の 穴 ま で 食 い 荒ら され る ，

油断 もす きもな らな い ， と い う意 味だ 〔西 l

F 〕 とい う。 しか し，西表島西 部の 人 々 の 間で

は ， 黒島の 人 々 は 竹富 島や 小 浜 島の 人 の よ うに

弁舌 さわや か で は な い もの の ，正直 で 人 情が 深

く，他の 島の 住人 よ りも西 表と の 縁が 深い と感

じられ て い た 〔西 1F ・西 1K 〕。結局 J 交易を

続け る た め に は
， 互 い に 仲 よ くし た 方が よ く ，

フ シ マ ガ ラ シ と い う定評 も気 に しな か っ た 〔西

1F 〕 と も い う。

　黒 島が なぜ海路 40  あま りを 隔て た 西表島西

部と交易 したか に つ い て ，西表島の 東部に は 大

ぎな 集落が なか っ た こ とを，干立 の 〔西 2B 〕

氏は 理 由 と し て 挙げた。実際の 物 々 交換に か か

わ っ た 家 どうしの 関係を調 べ て み る と ， さ ら に

別 の 要 因 もあ っ た こ とが わ か る。そ れ は ，西 表

島西部方言 で ウ ト ゥ ザ ある い は ウ ト ゥ ザ マ リ と

い う親戚関係で ある。そ し て 以下に 述べ る よ う

に ，こ の 親 戚 関係 は ブ ザ （平 民） とユ カ リ ピ

ト ゥ （系持 ，
の ち の 士 族 ） の 間 を結ぶ もの で

あ っ た 。

　灰 と稲束 の 物 々 交換を お こな っ た 相手集落 と

し て ，祖納 ・
「

二
立 で は保里 が 挙げ られ る 〔西 1

F ・西 20 〕。干立 の 〔西 2B 〕氏 は
， 物 々 交換

をお こ な っ た 相手 の 家 と して ，保里 の 家 を 3

軒 ，東筋 の 家を 1軒挙げ られ た。黒島最大の 集
　 　 　 　 み や ざ と

落で あ っ た 宮里 （メ シ ト ゥ ） との 付き合 い は な

か っ た 〔西 1F 〕。物 々 交換 は す べ て の 住民 が

お こな うもの で は なか っ た。例えば干立 では ，

ユ カ リ ピ ト ゥ を主 とする 約 10戸 で ，全戸数の 半

数以下に と どま っ て い た 〔西 2C 〕。

　 西 表の 干立 ・祖納 と黒島の 保里 の あ い だ に は

強 い 血の つ なが りが あ っ た 〔西 20 ・黒 2r 〕。

〔西 2C 〕氏か ら 3代前に 干立 の ユ カ リ ピ ト ゥ

が役人 と して 黒島に 赴任 し ，当時の 習慣 に 従 っ

て （西 表島西 部方言で マ カ ニ
ャ
ーとい う） ブザ

の 現地妻 をめ と っ た 。 こ の 役人は ，西 表 島に

帰 っ た の ち ， 本妻に 子供が な い の で ，黒 島か ら

息子 3 人 ， 娘 3人 の グ ン ボ ーフ ァ
ー （ユ カ リ ピ

ト ゥ が ブザ の 女に 生ま せ た 子供）を連れ 戻 し た 。

子供た ちは それ ぞ れ跡 を継が せ た り，干 立 集落

内で 嫁に や っ た りした 〔西 2C 〕。 黒 島の 側 で

は ，子供を無理や り奪 い 取られ た 苦 しみ を今 も

語 り継 い で い る 〔黒 2r 〕。祖 納 ・
干 立 の ユ カ

リ ピ ト ゥ は ，ブザ がほ とん ど の 保里 な ど の 人に

対 して 昔は い ば っ て い た もの だ 〔西 2C 〕。 黒

島か ら西表 島に 来た の も，もと も と は ，グ ン

ボーフ ァ
ーの つ なが りを 頼 っ て の こ とだ っ た

〔西 2C ・西 20 〕。 こ うし た 身分 の 差 別 が 実

際 に な くな っ て い っ た の は ，大正 も 8 年頃に

な っ てか ら の こ とだ っ た 〔西 1F 〕。

　西 表島西 部に あ り，1971年 に 廃村 とな っ た網

取集落は 他 の 島 との 交易 関係 を も た な か っ た

が ，戦後人 の 動 きが 多 くな り，黒島か ら の 嫁入

りが あ っ た の を き っ か けに 交流を もち ，物 々 交

換を始め た 〔西 3L 〕。

　稲束 と灰の 物 々 交換 に 関与す る の は 男が 中心

だ っ た 。 祖納 の 〔西 1e 〕氏は ，夫が物 々 交換

をす る の は 見 たが ，自分は 関与 し な か っ た 〔西

1e 〕。黒島か ら独身の 娘 を含 む 女 た ち が 来 る

こ ともよ くあ っ た が ， 結婚 に 結 び つ い た 例は な

い 。親戚 以外で も ，
ド ゥ シ と言 わ れ る親友同士

の 付き合 い か ら も贈 り物 を し あ っ た り，物 々 交

換 し た りす る関係は で きて い っ た 。 ド ゥ シ が あ

ま りたびた び行き来 し て ，つ きあ い が 深 くな る

と，ウ ト ゥ ザ マ リと呼 び あ うこ と もあ っ た 〔西

1F 〕。

3．3． 稲束 ・白米と麦 ・豆 ・海藻

　灰の ほ か に ，黒島か ら西表 島に は麦 （主 と し

て 大麦），
リ ョ ク ト ウ ，

サ サ ダな どの 畑作物 と ，
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両島の 方言で ア
ー

サ とい う海藻 （標準和名 ヒ ト

エ グ サ ） が もた らされた 〔西 1e ・西 IK ・西

2C ・黒 2r 〕。
こ の 他 に 黒島の 主 作物 で ある

粟が もた らされた 〔西 1F ） とも い うが ，記憶

に な い 人が多い 。r沖縄 の 民俗資料 第 1集』に

黒島か ら大豆 が もた らされた とある が ，そ の 事

実は なか っ た よ うで ある
］｝
。 こ れ らは ， 稲束 と

物 々 交換 す る こ と も あ っ た し 〔西 2C ・黒 2

r 〕，白米を渡す こ とも あ っ た 〔西 lF ・西 2

B 〕。 灰 は 必 ず稲束 と物 々 交換 し た が ，そ の 他

の 品物 は ，白米 で も稲束 で もよ か っ た 〔西 2

B 〕。た だ し ，ア ーサ は 白米 と物 々 交換す る の

が 普通だ っ た 〔西 20 〕。 （精 白に か か る 手間は

大 きく， 3 マ ル シ の 稲束を精 白して約 9升の 白

米を得る の に 、女ひ と りで は 6時間 もか か っ た

（安溪　1978）。
し た が っ て ，大量 の 物 々 交換の

場 合 に 白米を与 え る こ とは実際に は 難 しか っ た

と思われ る。）

　黒島 ・保里 の 女性 〔黒 2r 〕氏が 15，
6 歳の

こ ろ に 西表 島西部 へ の 物 々 交換の 旅 に 同行 した

時 の 体験談を 記録 し て お こ う。 天馬船に 10名ば

か り乗 り込 ん で 黒島を発 っ た 。 そ の うち女は ふ

た りだ っ た e 船 に は麦俵を 積 ん で 行 っ た 。〔黒

2r 〕氏 の 持 ち分は 3 斗入 りの 麦俵ふ た つ だ っ

た 。追 い 風で な い 時は ， 途中で 1泊 しな けれ ば

な らず大変だ が ，幸い こ の 時は 風に 恵 まれた 。

祖納で は 交 換 に 稲を 穂の ま ま もら っ た e ピ キ

　（天秤） に か けて ，米何斗分 とい っ て 計 っ て く

れた 。 比率は 麦と米 と 1 対 1 だ っ た と思 う。稲

束を頭に 載せ て 慣 れない 坂道を歩ぎ，船 へ の 積

み込 み に ご きつ か われ ， 期待 し て い た炭坑 の 見

学 もで きな か っ た 。祖納 に 3 ， 4泊 し た が ，干

立 の 親戚に も行 っ て お 茶を飲ん だ 〔黒 2r 〕。

　 ア ーサ （海藻）は 汁の 実 とし て 喜ぼれ た か

ら，黒島の ア
ーサ が来た と聞く と，これを逃 さ

ない よ うに ； 急 い だ もの だ 〔西 20 〕。ア
ー

サ は

白米 と交換 し ， その 比率は
一

升桝を使 っ た 1対

1で あ っ た 。た だ し ，乾燥し た ア ーサ は 桝の 上

に 盛 り上 げ ，白米は トーカ キ （斗掻 き棒）で な

ら さずに ，心持 ち盛 り上 げて 量 っ た 〔西 20 〕。

　西表島側 の 記憶で は ，
ム ン （麦）だ けを単品

で もっ て くる こ とは 少な く，緑豆 と組み 合わ せ

で 入手す る こ とが多か っ た c 黒島か ら入手 した

麦 と豆 は ，も っ ぱ ら醤油を作 るた め に 使わ れた 。

味噌は米で で きた が ，麦を作 らな い 西 表島西部

の 人 々 は 醤油の 原料 を黒 島に 頼 っ て い た の で あ

る 〔西 1K 〕。（した が っ て ，西 表島が麦や豆を

灰 ほ ど大量に は 必要 と しな か っ た と も理 解で き

る。）

　麦や 豆 との 交換 の 比率は体積比で 1対 1 だ っ

た らし い と い う話 者は い るが 〔黒 2r ・西 l

F 〕， 正 確に 記憶 し て い る 人 は 少な い 。干立 で

は ，例 えば黒 島の 麦 5升 と緑豆 1 斗 ， そ れ に 小

豆を 3合か ら 5合 とい うよ うな組み 合わ せ で も

ら う こ とが 多か っ た 〔西 2C 〕。 こ れ に 対す る

お返 しは ，以 下 の よ うだ っ た 。麦 5升 に は シ ツ

（土産） とし て 稲を 1 か ら 2 マ ル シ ，緑豆 1 斗

に は 3 マ ル シ ぐらい を 渡し た 。小豆 は ご くわ ず

か だ か ら ，と く に お 返 しと して は何 も渡 さな

か っ た と思 う 〔西 2C 〕。（こ れ をか りに 物 々 交

換 の 交換率と見なす と ，麦と豆 類を あわせ た量

1 斗 5升あ ま りに 対 して ， 4 か ら 5 マ ル シ の 稲

束 ，つ ま り白米に 換算 し て ／斗 2 升か ら 1斗 5

升を 渡した こ と に なる 。 ほ ぼ 体積比 1対 1 だ っ

た とい え る か も しれな い 。 しか し ，話者が 「シ

ツ と して 」 と言 っ て い る こ とか ら ，実際に は 贈

与の 交換で あ っ た 可能性が大 きい 。）

　 黒 島か ら西表 島に 物 々 交換に行 っ た ら，麦や

豆を ま る で ウ ハ チ （初穂）をあげ る よ う に まず

親戚の 各戸に 配 る もの だ っ た 〔黒 2r 〕。 こ れ

を もら う側も、 シ ツ （土産） と して も っ て きた

もの に は ， だ い た い それに み あ う白米を や は り

土産と して 返 し ，交換は ま た こ れ とは 別に 交換

と して お こ な っ た 〔西 2B 〕。親戚な ら 他人 よ

りも多め に 与える こ とは 当然だ っ た 〔西 2N ）。

　 物 々 交換に ともな う贈与の 対象は 食 べ 物だ け

に と どま らな か っ た 。祖納の 〔西 1J 〕氏 の 父

が 黒島に 物 々 交換 に 行 く際に 黒島へ の ．L産 とし
　 　 　 　 　 　 　 　 も ち

て 携え た もの は ，糯稲の 藁 で あ っ た 。糯稲 の 藁

は しなや か で 藁細工 を作 る の に 適 してお り，黒
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島の 豊年祭 の 船漕ぎ競争 の お りに 海中を走 る の
　 　 　 　 わ ら じ

に 必要 な草鞋を編むため の もの で あ っ た 〔西 1
J 〕。

3．4．　西 表島で の黒島漁民

　 大正 か ら昭和 8 ， 9年 ご ろに か けて ，西表島

の 祖納に は
， 黒 島か ら泊 ま り こ み で漁に くる こ

とが よ くあ っ た 〔西 1F 〕。夏 に なる と ， 青年達

が 10名ばか り連れだ っ てや っ て きて ，浜近 い 家

を 借 り ， 魚を採 っ た 〔西 1K 〕。黒島の 保里 集落

の 青年が 多か っ た 〔西 lF 〕と い うが ，保 里 の

〔黒 2r 〕氏は 祖納 へ 泊 ま りこ みで 行 っ て漁を

す る人が い た こ とを 記憶 して お られな い 。

　祖納の 〔西 1e 〕氏は
，

こ の 青年達 と友人に

な り ， 1束 2束 と稲束 の 重 さを計 っ て は 魚 と

物 々 交換 し た 〔西 1e 〕。 また J 彼 らは 小魚 を

と っ て は ， 1斤 3 銭 で 売 っ て い た 。 それで こ の

魚の こ とを フ シ マ ヌ サ ン シ ン イ ユ （黒島 の 三 銭

魚） と呼ん だ 〔西 lF ・西 lg 〕。

　黒島の 漁師に ともな っ て 食事の支度の た め の

若 い 女達 も来て い た 。彼 らが泊ま っ て い る祖納

の 家 に 西表 島の 青年達が遊び に ゆ き，夜 ご とに

サ ン シ ン （三 味線）を弾 い てそ れ ぞれ の 島の 歌

を教 えあ っ た りもした 〔西 1K 〕5 物 々 交換 の

た め に 西表島に 泊 まる ときも同様 で あ っ た 〔黒

2r 〕。

4． 黒 島一
西 表島以外の 物 々 交換

4．1． 黒島の 漁民集落と農民集落

　東筋集落 の 農家は
， 北海岸の 専業的漁民の 集

落 ・伊 古と毎 日物 々 交換をお こ な っ て い た。東

筋の 女は 早朝か ら伊 古へ の 物 々 交換に 出た。サ

ツ マ イ モ を入れた籠 を頭に 載せ た 女た ち は ，そ

れ ぞれ 数軒を まわ っ て 魚を入 手 して い た。貝 と

換え る こ と もあ っ た 。夕 方 に な る と ，今度は 伊

古の 方か ら女が籠を 頭に 載せ て 魚を売 りに きた 。

八 重山の 言葉では な く，出身地 の 糸満 の 言葉で

「イ ユ ー コ ン ツ ォ ラ
ー

ニ
ー

（魚を 買 っ て 下 さ

い ）」と呼ばわ りなが ら来た 。魚が多 い 時 は
， 男

がふ た りで 棒に 籠 を下げ て 売 りに 来る こ と も

あ っ た 。こ の 物 々 交換が あ っ たか ら，漁 を しな

くて も ， 東 筋で は毎 日魚を食 べ る こ とがで きた 。

イ モ 畑は
， 物 々 交換に まわ す分 も考えて 余分に

つ く っ た もの だ 〔以上 ， 黒 1t 〕。

4，2． 黒島と新城 島

　 黒島の 東筋集落では ， 西 表島 との つ なが りは

む しろ希薄で ，南側の 新城島と の 物 々 交換が盛

ん だ っ た 。他 の 島とも付き合 い は し た が
， 新城

島に は 親戚が多 い の で た くさん の 人が物 々 交換

に 来た 〔黒 1t 〕。 こ の 物 々 交換 関係 は 明治 の

こ ろ か らあ っ た 。保里 集落へ も新城島か ら物 々

交換に 来た 〔黒 2r 〕。昭和 の 初め 頃 に は 新城

島か らひ ん ぱん に 稲 の束 を も っ て きて ， 東筋の

泡盛や味噌や醤油 と物 々 交換 して い っ た 。 い ち

どに持 っ て くる束 の 数は わずか 4 ，5束だ っ た 。

親戚に は 交換 の 比 率を多 め に し て 渡す こ とが多

か っ た 〔黒 1t 〕。

　また ， 新城島の 人 が 1 斗 で も 2 斗で も米を

も っ て毎 日 の よ うに保里集落に や っ て きて泡盛

と換え て 行 っ た 。彼 らは た い へ ん 酒 の み だ っ た 。

し ょ っ ち ゅ う手ぶ らで 来て サ ツ マ イ モ を無心 し

て い くよ うな人 もあ っ た し ， 日に 焼 けた赤 い 髪

と赤 い 顔 でな ん だ か 異様 に 思えた
。

こ ん な 人を

指 して パ ナ リ ア カ ブ ザ （新城島の 文 盲 ，土 百

姓） とあだ名 した 〔黒 2r 〕。

4，3． 西表島と鳩間島

　昭和の 初め 頃 ， 西表島西 部 とす ぐ北側の 鳩 間

島の 間に も物 々 交換 があ っ た
。 鳩間島に は ，西

表 島に 通 っ て 水田 を作 る人 もい た が ，鰹節用 の

カ ツ オ 漁 の 専業 的漁民が多 く，漁 師が ひ ん ぱ ん

に 干立 に 来た の で ある 〔西 20 〕。

　ア ーサ （海藻） と白米の 物 々 交換の 方法は
，

対黒 島の 場合 と同様だ っ た 。当時，西表島で は

ア ーサ な ど は デ ータ カ ム ン （高価な物）だ っ た

の に 対 し ，米は い くらで もある シ テ ィ ム ヌ （捨

て物） と考え て い た 。こ とに 農繁期に は ，海 へ

行 く暇がな い の で ， 鳩間島か らも っ て くるおか

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Society of Cultural Anthropology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Soolety 　 of 　 Cultural 　 Anthropology

高い 島と低 い 島の 交流 13

ずは 重宝 な も の だ っ た 。鳩 間島か らふ た り乗 り

の舟が着 くと ，大急ぎで 白米や籾を も っ て きて

物 々 交換 した 。
ア
ーサ 以外の 交易品は ，鰹節工

場か らで る カ ツ オ の 頭や ，は らわ た や卵の カ ラ

ス （塩 辛），ま た イ カ の 墨入 り塩 辛 で あ っ た 。頭

は 生の こ と も，塩漬け の こ とも ， 乾燥 させ て あ

る こ ともあ っ た が ， 1軒で 20個 も求め て だ しを

取 っ た り，煮て 稲刈 りの お りの お か ずに し た り

した。 カ ツ オ の 頭は ， 現金 で 買 うこ と もあ っ た。

鳩間島との 交易 は ，戦後 ま もな くカ ツ オ漁が 下

火に なる まで 続 い た とい う。 鳩間島の 人は ， 親

戚をめ あて に 交 易す る と い う こ とは な く，誰の

家とも物 々 交換 し て い た 〔以上 ，西 20 〕。

　 こ の 物 々 交換 は ，大正始め の 鳩間島で の 鰹節

製造業 の 開始以降の 新 し い もの で あろ う （喜舎

場　1954参照）。米が 「い くら で もある物」 と意

識 され る よ うに な っ た の も ， 昭和の 初め に 稲 の

新品種が来て収量が 3倍近 くに な っ た （安溪

1978）あとの こ とに 違い ない 。

5． 物々 交換 の 衰退 と二 島間交易の 終結

5．1． 稲束 と灰の場合

　灰 を 中心 に して
， 黒島の農産物や海産物を 西

表 島の 稲束や 白米 と物 々 交換する習慣は ， 戦後

は見 られなか っ た 。それ で は ，最終的な消滅 の

時期は い つ だ っ た の だ ろ うか 。 また ，
こ の 交易

方法が 衰え た理 由は 何だ っ た の だ ろ うか 。

　祖納 の 〔西 lF 〕氏に よれ ば ，昭和 5年頃に

稲 束 と灰 と の 物 々 交 換 は な くな っ た と い う。

〔西 1K 〕氏が小学校を 卒業 し た 昭和 4 年に は

ま だ お こ な わ れ て い た 。他 の 話者の 記憶 で もだ

い た い こ の あた りで黒島か ら灰を も っ て くる こ

とが絶 えた よ うで ある。一方 ，黒 島の 東筋集落

の 〔黒 1S 〕氏 は ，西 表島か ら黒島に 灰 を取 り

に 来な くな っ た の が ，大正 7 ， 8 年の こ とだ っ

ただ ろ うと言 う。〔西 1F 〕 氏が 実際 に 祖納 か

ら黒 島へ の 物 々 交換 の 旅 に 同行 した最後が 18歳

の 時 （大正 12年）だ っ た か ら，少な くとも大正

末期頃まで は 黒 島へ 灰を取 りに 行 くこ ともあ っ

た の で あろ う。稲束 と灰 の 物 々 交換 は ，しだ い

に 西表島側の 参加人数が減 り ， 昭和 に 入 っ て 黒

島か ら の 訪問もとだえる に い た っ た の で あ っ た 。

　灰の 交易に とっ て 脅威に な っ た の は 大正 な か

ば か ら過燐酸石 灰 と い う化学肥料が 出回 り始め

た こ とであ っ た。これ は
，

は じめ の うちは それ

ほ ど使われなか っ た が ，西表島で は 昭和に 入 っ

て 黒島か ら の 灰 に 置き換わ っ て い た 。 こ の 動 き

は ，大正 末か ら昭和に か けて 導入が 進ん だ蓬莱

米が ， それ まで の 在来稲 とは 比較 に な らない ほ

ど高い 施肥反応性 をもつ 品種群で あ り （渡部

1984），化学肥 料 の 使用 を前 提 とし て 普 及 され

た （安溪　1978） こ と と対応 して い る 。 西 表島

で 蓬莱米の 普及が ほ ぼ 完了す る の が
， 昭和 6年

頃で ある。新品種の 普及に よ る 稲作 体系 の 変化

が ，灰の 交 易を不 用に した の で あ っ た。 また ，

穀粒 が こ ぼ れや す い 新品種 ・台中65号が昭和 4

年以降普及 し始め る と ， それ ま で の よ うな稲束

で の 保存は で きな くな り，交易や 労働 の 支払 い

に も籾 が用 い られる と い う変化 も起 こ っ た 。

　醤油 の た め の 麦や 豆 の 物 々 交換も ， 店 で醤油

が買え る よ うに なる と自家製の 醤油 と と もに 消

えて い っ た 。西表島西 部の 場合は ，炭坑 の 売店

で 外来の 食品を 購入す る習慣が大正時代 を通 じ

て しだ い に 広が っ て い っ た こ と に もよ っ て も自

給 自足体制は ほ こ ろ び始め て い た の で あ る。西

表島の 話老に は ， 黒島の ア ーサ が現金で 売れ る

よ うに な っ た か ら，も う黒 島か ら物 々 交換 に 来

な くな っ た の だ と い う意見の 人 もあ っ た 。 しか

し ， 西表 島と鳩間島の 間に は 戦後 まで ア ーサ の

物 々 交換 が続 い て い た の だ か ら ，
こ の 説明 は 不

充分 で あ る。稲束 と灰 の 物 々 交換の 衰退 と と も

に
， 遠い 西表 島西 部 まで 来 る必然 性が 薄れ て

い っ た と理解す る の が適切で あろ うと思う。

　 組織的な物 々 交換 は 消滅 し て も，物 々 交換で

培 われた 人間関 係 ま で が 消え 去 っ た の で は な

か っ た 。 祖納の 〔西 1K 〕氏に よる と ， 戦争が

始まる ま で
， お りに つ けて 黒島か らの 人が西 表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 4

島西部 に し ば し ば来た もの で あ っ た。

　 蓬莱米 の 普及に よ っ て ，八 重山の 稲は は じめ

N 工工
一Eleotronlo 　Llbrary 　



Japanese Society of Cultural Anthropology

NII-Electronic Library Service

Japanese 　 Sooiety 　 of 　 Cultural 　 Anthropology

14

て 移出作物 とな る （喜舎場 1954）。そ の 結果起

こ っ た の が商人に よ る籾 の 青田買 い で ，西表 島

の 多 くの 農民が こ れ に 苦 しむ よ うに な る 〔西 1

F 〕。現金使用が ひ ろ ま っ た こ とが ，物 々 交 換

衰退の 直接原 因 に な っ た の で は なか っ た こ と

は ，物 々 交換 と現金使用 の 関係 を考 え る に あ

た っ て 注 目 し て お い て よ い
。

5．2． 戦 中 ・戦後の 状況

　 間遠 に な っ た ふ た つ の 島の 間の 交易を決定的

に 不 振に し た の は ，戦時 の 経済統制で あ っ た。

干立 の 〔西 2B 〕氏に よる と，黒 島か ら物 々 交

換に や っ て きた 公職 に ある 有力者ふ た りが 西表

島西 部で 逮捕 される事件が あ っ た 。手に 入 れ た

稲籾を積ん で 舟を 出 し て ま もな く，折 あ し く憲

兵の 乗 っ た 舟 とすれ ちが い ，籾は 没収 の うえ籾

を与えた農民 と もども強制労働 の 罰を受 けた の

で あ っ た 。

　 ほ か の 島 と交易すべ きもの が少 な くな っ た あ

とも ， 稲作を お こ なわ な い 黒 島 の 住人が 米の 入

手を願 うこ とに は変わ りが なか っ た。干立 出身

の 〔西 2H 〕氏に よる と ，戦後 しば らくは 収穫

の 時期が くる ご と に ，黒島 の 人 が 西表島西部 の

稲刈 りを手伝 い ，収穫期の 終わ りに 籾を も ら っ

て 帰 る姿が 見られた。東筋で は ， 戦前か ら小浜

島で の 稲作作業の 手伝 い をす る人 は い た が ， 戦

後は と くに 小浜島 へ 稲刈 りの 加勢に 行 くこ と が

多 くな っ て い た 〔黒 1Q 〕。

　戦争中 と敗戦直後は
， ふ たた び物 々 交換が さ

か ん に お こ なわれ た。戦 争中，低島の 人 々 は西

表島へ 強制疎 開さ せ られ た 。黒島は ，西表 島東

部 の カ サ 崎と い う所 に 避難小屋 を作 っ た が ，煙
　 　 　 　 　 　 　 　 　 こ　 み　　 おおは ら

草を も っ て 行 っ て ，古見や 大原集落の 人に 籾を

物 々 交換 して もら っ た 〔黒 1S 〕。

　保里集 落で は
， 戦後 ，

サ ツ マ イ モ の 蒸留酒を

密造 して 小浜島や西 表島西部ま で も売 り歩 き ，

籾 と の 交換を お こ な っ て い た 〔黒 2u 〕。

　戦後 2 ， 3 年 間 ， 与那 国島が 台湾 ，香港 と の

貿易 の
一大基地 とな っ た （石原　1982）の と時

を 同 じ くし て ，黒島で は ，台湾 に 干 しナ マ コ を

出 し ， か わ り に 砂糖 を受 け とる と い うよ うな

物 々 交換が あ っ た 〔黒 2u 〕。

　 戦後 ，
ダ イ ナ マ イ トを使 っ た漁がひ ん ぽん に

お こなわれた が ，冬の 大量の ミ ジ ェ ン （イ ワ シ

類）を採 っ た 黒島の 漁師が 西表島西 部に 来て 籾

と物 々 交換 して い くこ ともあ っ た 〔西 2N 〕。

　食べ 物が豊富な西表島で も，田畑 をもた な い

外来者が 食 うに 困 っ て ，着物を サ ツ マ イ モ と

物 々 交換す る光景が見 られ た 〔西 2a 〕。 医者

の 支払い な ども米 でする こ とが 多か っ た。新薬

の 注射 1 本 が 白米 3 斗 もした 例が あ る 〔西 1

F 〕。

　米で店の 物 を買 う習慣は ，西 表島で は 昭 和30

年 こ ろ まで続 い て い た 。 当時小学校 6年生だ っ

た 〔西 lP 〕氏は
， 毎週 1回約 5 升 の 白米を背

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 しらは ぽ

負わされて ， 1里 あま りの 山道を越 え て 白浜集

落の 店に 行 き，ソ ウ メ ン や 砂糖 な どと交換 して

もら っ た 〔西 1P 〕。おそ ら くこの あた りが ，西

表 島で 定期的 に 行わ れ た最後の 物 々 交換だ っ た

と思われ る 。

6． 考察

　以上の 結果を踏 ま え て ，民族誌 的な比 較 の 視

点か ら重要 で ある と考え られ る設 問を列挙 して

み よ う。そ して ，その それぞれ に つ い て ，私が

中央 ア フ リ カ で 実見 した物 々 交換 の制度 と の 対

比を試み ，日本に お け る 今後 の 研究 の 課題に つ

い て 述 べ て お きた い 。

　  生態的基盤とその 上 に な りた っ て い る生活。

具体的に は ，物 々 交換 で 結 び つ い て い る集団 の

生活環境 と生 業形態の 特徴。物 々 交換 の 対照 と

して 選 ばれ る品 目。交易の 場所。交易活動の 周

期性 ・季節性。

　   歴史的諸条件と政治的状 況。生態的基盤 だ

け で は説明 しきれな い 地域差 の 由来。特定 の 地

域間の 結び つ きの 強さを左右 した 諸事情。 例 え

ば，中央 との 距離 に よる現金 使用 の 習慣 の ひ ろ

ま りの 程度 の差。貢納の 制度 の 違 い や政治的対

立 や 弾圧 な どの 人 間の 側 の 諸条件。
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　  参加者の 社 会関係。誰が 物 々 交 換 に 参加

し，誰が参加 しな い か。交易集団間 の 関係は ，

対 等で あ っ た か どうか 。嫁や 婿の や りと りは あ

る か 。相手の 集団に 対す る 悪 口 や あだ名の 類 は

あ るか 。

　  交換率 の 性 格。決 ま っ た 交換率 が あ る の

か ，駆け引 きの み で きまる の か 。 交換率 の 短期

的 ・長期的変動は あるか。等価性を決定 し て い

る諸要 因 は 何 か 。

　  生活全体 の なか で の 物 々 交換 の 位置づ け e

な に が物 々 交換 で 何がそ うで な い か 。現金使用

や贈与 との 関係。い わゆ る 「原始貨幣」 の 使用

は ある か 。 こ うい っ た 経済的位置づ け だ け で な

く J 楽 し み と し て の 物 々 交換 と い っ た 部分を も

生活誌の
一

環 と して 明 らか に す る こ と。

6，1， 交易 の生 態的基盤 をめ ぐ っ て

　上 に 提起 した 5 つ の 説問 の うち ，第
一

に か か

げた 生態的基盤 に つ い て ， 聞き取 り調査の 結果

をま とめ なが ら，考察 を加 えて み た い 。

　伝統的に もタ ン グ ン 島 ・ヌ ン グ ン 島と呼びわ

け られ た ， 高島で ある西表 島と低島で ある 黒島

の あ い だで
， 昭和初め ま で さか ん な物 々 交換 が

お こ なわ れ て い た。高島の 水 田稲作と ，
’
低島の

畑作 とい う対比の 上に
， そ れぞれの 島の 特産物

が交易 された 。

　 も っ と も多量 に 物 々 交換 され た の は 稲束 と灰

で あ る。黒島の 灰 は 西 表島の 水 田 ，と くに 浅 く

て や せ た水 田 の 肥 料 と して 有効 で あ っ た。黒島

の 灰を 入れ る と不稔 の 実が 減 っ た とい うか ら ，

こ れ は花 と種実の 充実に貢献す る カ リ肥 料が中

心だ っ た だ ろ うと推定 され る。 し か し ，カ リ ウ

ム 分な らば ，西 表島 の 木灰に も充分含 まれ て い

るは ずだ。わ ざわざ黒 島か ら灰 を求め ，し か も

なる べ くは ソ テ ツ の 葉 の 灰の 入手 を願 っ た の は

なぜ だ ろ うか
。

　結論を先 に 言 うと ，
カ リ ウ ム 分 とともに ，第

三 紀砂岩層 が大 半を 占め る西 表島の 土壌に 不 足

が ち な カ ル シ ウ ム 分の 補給が重要だ っ た可能性

が大 きい 。カ ル シ ウ ム は ，カ リ ウ ム の 吸収 と植

物体 内の 移動を助け る役割 を は た す こ とが知 ら

れ て い る 。全島が隆起 サ ン ゴ 礁で で きた 黒島の

土壌 お よびそ こ に 生 え る植物は
， 西 表 島の それ

よ りもは る か に 多 くの 無機成分を含ん で い る。

こ とに ソ テ ツ は 石灰岩が露 出 したや せ 地 に 好ん

で 生 え る の で ， そ の 植物体の 中に は 特 に カ ル シ

ウ ム 分が 多 く含 まれ て い る こ とは 想像に か た く

ない 。そ の 他 の 微量成分が ソ テ ツ の 葉に含まれ

て い る 可能性 もある が ，
こ れ は今の と こ ろ憶測

の 域を 出 な い 。

　海の 静 か な季節が交易に は選 ばれ た 。 灰 は ，

西表島の 稲束の 蓄え が乏 しい 田植え前に 必要 で

あ るか ら ， 黒島側は 灰 を貸 し て お き，収穫後 に

西 表 島に 稲束 を受取 り に 行 く こ とが多か っ た。

こ うして ，交易には っ き りした季節性があ っ た

こ と と 、 灰 の 前貸 しとい う習慣 が あ っ た こ とが

理 解で きる 。

　 また ， 同 じ く低島で あ っ て も，高 島に 通 っ て

稲作をす る島 （新城島） とそれを しな い 島 （黒

島） の 間 に は 稲束 また は 米を介 し た 物 々 交換関

係が成立 しえた。ひ とつ の 島の 内部 で も，農村

と漁村 の 間で は ，サ ツ マ イ モ と魚が 毎 日物 々 交

換 された 例が ある （東筋 と伊古）。
つ ま り ， 生活

環境が違 う集団 が隣 りあ っ て い る か らと い っ

て ，無条件 に 交易が成立 す るわ けで は な く，生

活環境が 同 じで も ， 異な る生活 の 技術 を背景 と

し た 交易 は 成立 し うる 。

6，2． 西 表島と黒島の 物 々 交換の 歴史

　上述の 生態的な基盤 の 上 に 成立 して い た 明治

か ら昭和 の 始 め に か けて の 西表 島 と黒島の 物 々

交換を め ぐる ，歴史的な諸条件 を分析 して ， そ

の 成 立 ある い は 起源に つ い て 若干 の 考察を試み

よ う。

　西表 島で も黒 島で も物 々 交換 の 起源に つ い て

の 伝承 は 得られ な か っ た し
， 黒島の 灰が 西 表 島

の 水田 の 肥料 とし て 有効 で ある と い う発見の 経

緯に つ い て も何も語られ なか っ た。

　 西表 島 と黒島 との 物 々 交換 を物語 る 最古 の 歴

史資料 は ，朝鮮李朝 r成 宗大王 実 録』 の 西暦
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1477年の 記録 で ある。（末松　1958）。貢納 の ミ

カ ン を積んだ済州島民が難破 して 与那国島沖 ま

で 漂流 する 。金非衣 ら 3名が救助 され ，島伝 い

に 送 られる。西表島 ・宮古島 ・沖縄 島 ・長崎な

どを経 由 して 帰国す るが， 3年の 問 の 見聞に も

とつ く島々 の 産物 と生活に つ い ての 記述は具体

的で 貴重で あ る 。

　 彼 らは ，与那国 島と西 表島西 部で 稲 と粟が栽

培 され ，波照 間島 ，新城島 ，黒 島で は麦 （主 と

し て オ オ ム ギ）と粟 と黍 （キ ビ か モ ロ コ シ ）が

栽培 され て い る の を観察 した
2）
。 これ は 17世 紀

に 入 っ て サ ツ マ イ モ の 栽培がひ ろま る点 と，西

表島で もわ ずか な キ ビ お よ び モ ロ コ シ を作 っ て

い た 点を除けば ， 本報で 扱 っ た 明治末か ら大正

に か けて の 西表 島 と黒島の 主要作物 の 構成 と基

本的に 同 じ で あ る 。 そ し て ，波 照 間島 ， 新 城

島，黒 島は ，所乃 島 （西 表島） と稲米を貿易す

る と述べ て い る。低島 と高島の 間の 農耕文化の

差 に 基づ く交易活動が こ の こ ろすで に 見られた

の で ある （末松　1958）
3｝

．

　 15世紀後半の 八重 山に 存在 した
， 西表島を 中

心 とす る米の交易圏 （生 田　1984） は
， 新城島

が西表島東部 へ の 通 い 耕作を始め ，波照間島で

天水 田 に よ る 稲作が開始 され る に 到 っ て 著し く

縮小 し，ほ とん ど黒島の み が こ の 古 い 慣行を保

ち続ける こ と に な っ た。 こ の よ うな八 重山の 低

島の 住人 に よ るか な り無理 を した 稲作は
， 米 の

上納 と関連 して 人頭税時代に 入 っ て開始された

もの で あろ うと思 う。

　低 島の 灰 が西 表島の 水 田 の よ い 肥料 に なる こ

とは
， 新城島や竹富島の 住 人が 西表 島東部 に

通 っ て 水 田を作る よ うにな っ てか ら気 付い た事

実で あろ う。 だ か ら ，低島か ら高島へ の 通い 耕

作が な い 15世紀後半に は ，黒 島の 灰 の 交易は ま

だ お こ なわれて い なか っ た と推定 され る こ と に

なる 。

　15世紀 の 西表島が 米 （ある い は 稲束） と交換

に 周囲の 低島か ら何を受け取 っ て い た か は ，漂

流記に 直接書か れ て い ない 。 しか し ，まだ灰の

交易がな い とす る と ， 低島の 特産品で ある 麦が

西 表 島へ の 交易品 に 入 っ て い なか っ た とは 考 え

に くい
。 海藻類が もた らされて い たか ど うか は

不 明 で あ るが ，稲束 と麦や 豆の 物 々 交換 が 15世

紀 に は すで に お こ なわ れ て い た と考え て よ い で

あろ う。

　 西表 島の 祖納 ・干立 と黒島とは海路 40  あま

りを隔て て い る。は るか に近 い 西表島東部に も

水 田は あ っ た の に ，明治末か ら昭和の 初め に か

けて の 時期に は わ ざわ ざ西 部ま で 出向い て い た

の で ある。その 理 由として ， 西 表島の 話者は ，

東部に 大きな集落が なか っ た こ とを挙げた 。 西

表島東部の 集落は ，人 口 減少 の た め 明治末 か ら

大正 初め に か けて 大半が廃村 とな っ て い た （大

浜 1971：安溪 1977）e しか し ， 17世紀に は東

部の 古見は
，

八 重 山で も有数の 大集落で あ っ た 。

　明和 8年 （1771），大津波が 八 重山 と宮古を襲

う。八重 山 では ， 人 口 の ほ ぼ 3 分の 1 に あた る

9 千人強が 死亡す る （牧野　1981）。 西表 島東部

も壊滅的打撃を受け ，そ の後 の たび か さな る流

行病
4）
と ， 人 口 が減る ほ どひ と り当 た りの 負担

が増す人頭税 の 重圧 に よ っ て
， 人 口 は 明治に い

た るま で回復 しない （大浜 1971）。明治 ・大正

時代に 黒島が西表島の 東部 と交易 した形跡 が な

い の は ，島の 東部が 衰退 し ， 西 部に 西 表島の 中

心 が移 っ た （安溪　1985b ） こ とと結び つ い て

い た の で ある 。 しか し，人 頭税の 開始 （1637

年）か ら明治 の 大津波に い た る約 1世紀半 の 間

は ，黒島 と西表島東部の 間の稲束を め ぐる 交易

が あ っ ただ ろ うと推定 され る
5｝
。

　済州島民 らが漂流記 を 残 した 15世紀 後半 に

は ，黒島が 西表 島の 東部 と は 交易せ ず ， 西 部 と

の 交流の み を もっ て い た 可能性 もあ る と考え ら

れ る。その 手掛か りは
， 金非衣 らが ， 島伝い に

送 られ た経路に ある 。 彼ら は ，与那国 島か ら西

表 島西部に 送 られ ， そ こ か らも っ と も簡単に 行

ける 西表 島東部 へ で は な く ， は るか南の 波照間

島へ 送 られ ，新城島 ・黒島を経て ，石垣島は 経

由せ ずに ，多良間島な どを経 由 して 宮古島へ 送

られ た （末松　1958）。 当時，八 重 山の 島嶼間に

は 宮古を通 し て 支配を 及ぼそ うとす る首里王 朝
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に 対抗す る勢力 とそれに 従 う勢力 の 対立 が あ っ

た 。金非衣 ら は ，親宮古 ・首里勢力下の 島 々 を

通 っ て護送 され たか ら こ そ 朝鮮 ま で 帰 りつ けた

の で は なか っ た か e15 世紀後半 の 八 重山 の 島嶼

間の 物 々 交換 の 網 目は ，伊波普猷 （1927） も指

摘 した とお り，こ うし た 政治的状況に よ っ て も

左右 され て い た と考 え られ る
6＞
。

6．3． 社会関係 ・贈与 ・交換率

　黒 島の 島内の 物 々 交換が 女 に よ っ て 支 えられ

て い た の と は 対照的に ，黒島一西 表島間の物 々

交換 の参 加者 の 大半 は 男だ っ た 。
こ の 交易活動

は 親戚関係 と友人 関係の 網の 目 の 上 に 成 り立 つ

場合 が多か っ た が ， そ の 親戚関係は ，人頭税制

下の 役人 とその 現地妻とい う，差別的 ・半強制

的な結び つ きに 端を 発して い た 。した が っ て ，

そ の 後続 い た物 々 交換 もまっ た く平等な ， 互 恵

的な もの に 終始 した と い う保証は ない 。こ う考

えて くる と ， 黒 島か ら干立集落 へ は 頻繁に 来る

の に ，そ の 逆が なか っ た こ とも理解で き よ う。

も っ と も，人頭税時代以来の 八 重山の ± 族 と平

民 の 関係 に つ い て は ，今後 の 研究に よ っ て 明 ら

か に しなければ な らない 点が多 い こ とを付け加

え て お きた い
。

　現在記憶 されて い る 範囲で は ，物 々 交換 しあ

う関係か ら結婚に 発展 した 例は な く，網取 の よ

うにそ の逆が戦後に 起 こ っ た例 もある 。 物 々 交

換 に よ っ て 結 ばれ た 人 間関係は ，芸能 や その 他

の 産物 の 交流 を も伴 っ て い た 。物 々 交換 に よ っ

て 強 め られた 友人関係は ，擬制的な ウ ト ゥ ザ マ

リ （親戚）呼ばわ りに 結 び つ くこ と もあ っ た。

　八 重 山で は ，集落 ご と に ，ある い は島ご とに

互 い を けな しあ うあだ名が発達 し て い る （喜舎

場 　1977）。物 々 交換 しあ う島ど う し も例外 で

は な か っ た 。 しか し，た とい 悪 口 を言い 合 っ て

も，相互の 信頼関係が なけれ ば ，貸 し借 りを含

む 交易活動が 長続 きす る は ず は なか っ た 。

　 同一の 相手に 対 し て ，贈与に は 贈与を返 し，

物 々 交換に は 物 々 交換 で こ た えた こ とか ら ，
こ

の ふ た つ の や りと りが きち ん と 区別 され て い た

こ とがわ か る 。量的に 交易 の 大半を 占め た 灰 は

贈与 の 対象に は な らなか っ た らし く ， 灰 の 品質

に つ い て の 論争が取引の 場 で な された こ とが記

憶 されて い る 。すなわ ち ，等価性が常 に 問われ

る物 々 交換 と，値踏 み を禁止す る 贈与 との 区別

は ，お お むね 明確で あ っ た と考え て よ い 。

　い ずれ に せ よ ， 贈与の 交換お よ び ，来島者へ

の 特産物に よ る 饗応は ，経済的に 重要な交易活

動を円滑に お こ なわ せ る機能を もっ て い た が ，

そ れ を越 え て 人 に よ っ て は ふ る ま い 酒 が め あて

の 「楽 しみ とし て の 交易」 の域に達 して い た場

合 もあ っ た 。

　畑作物 と 米の 交換 率は ， 体積比 で 1 対 1 で ．

あ っ た 。灰 に 対 し て は ，脱穀 し な い 稲束を 重量

を計 っ て 与 えた 。 灰 の場 合は ， 稲の 伝統的単位

で ある マ ル シ （30束）に 対 して ，俵 ひ と つ 分 の

灰 を や は り 1 対 1 に 交換 した の で あ る 。 つ ま

り，交換率は固 定 されて お り，駆け引きの 入 る

余地 は ほ とん どなか っ た と い え よ う。

　 当時は ，灰 で 稲束を手 に した黒島の 人 間は 得

を した と思 う，と語 る西表島の 話者 〔西 IK 〕

が い る。 し か し J こ れは ，米や肥料が現金 で買

える よ うに な っ た 現時点 の 高み か ら歴史を見下

ろす発言で
， 当時 ，地味 の や せ た水 田 を もつ 西

表島の 農民 に と っ て ，黒 島の 灰 はか けが え の な

い もの だ っ たか もしれ な い の で あ る e

　相手と の 血 縁の 濃さ に よ っ て 交換率を 変え て

い た よ うに 言 う話者が い る が ，「普通 よ り多 く

持た せ て帰す」 と い う表 現 自体 ，あ る標準的な

交換率の 自覚が 常に あ っ た こ とを示す もの で あ

る。つ ま り ， 通常の 交換率で 物 々 交換す る品物

とは 別に 贈 り物 と して な に が しか の 余分 を与え

た の で あろ うと考え られ る 。小豆 の よ うに ，ご

く少量 で もた らされ た もの は ，もっ ぱ ら贈 り物

用だ っ た と考え られ る の が 自然で ある e

　 灰 の 俵 の 大 きさが どの よ うに 決定 され た か ，

長年の うち に は そ の 大 き さに 変動が なか っ た

か ，等の 等価性に か か わる 問題は不 明の ま ま残

された。
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6．4． 貨幣と しての稲束

　 西表島の 側で よ く聞か れ た表現に 「黒 島へ 灰

を買 い に い く」 と い うい い まわ し が ある 。第 2

章 の 冒頭 に 引用 した r沖縄 の 民俗 資料 　第 1

集』 に も 「買 い に で か けて い た 」 と表現 さ れ て

い る 。実 際の 現場 で も 「灰 を売 っ て下 さ い 」 と

い うこ とが あ っ た 。 逆に 灰 を もっ て きた 黒島側

が 「稲束 を （灰 で ）売 っ て 下 さ い 」 と言 うこ と

は なか っ た ら しい 。また ， 黒島か らは ，い ろ い

ろな 品物 が もた らされ る の に ，西表島側が 与え

る物は J 常に 稲束 また は 米 で あ っ た 。 こ の よ う

に 稲束 をもつ 者 と灰を もつ 者 の 立場は 同
一

で は

な か っ た 。

　 先に灰 を も ら い
， 稲 の 収穫の 後 に稲 束で 借 り

を返す物 々 交換 の 方法は あ っ た の に
， そ の 逆は

知 られ て い な い
。

こ の 違 い を ，収穫時期が限 ら

れて い る か ら ， とい っ た生態的側面だ けで理 解

し よ うとす る の は ，や や 早計で あろ う。稲束 を

もつ 者は 灰 を借 りる こ とが で き，灰を もつ 者は

稲束 を借 りる こ とが で きなか っ た ， ある い は ，

稲束 に は 借 りを 返す能力が ある の に ，灰 の 方に

は それが なか っ た と理 解す る こ とも で きる か ら

で ある 。

　 こ の よ うに 考え て くる と，黒 島と の 交易に お

け る 西表 島の 稲束を貨幣 （「原始貨幣」，限定 目

的貨幣） と して 扱 うこ とが で きる の に 気付 く。

稲束は ，マ ル シ とい う単位を も ち ，灰 や 麦を始

め とす る ほ と ん どす べ て の 品物 と優先的に 交換

され ，唯 一借 りを 返 す 力 を もち ，何年 に もわ

た っ て 貯蔵 され ，大 き く積 ん だ稲叢は 富の 象徴

で あ っ た。すなわち ，貨幣 の もつ 性質で ある交

換 の 媒体 、交換 の 基準 ，後払い の 手段 ，価値 の

保蔵 の 機能を稲 の 束は備 え て い た こ と に な る 。

白米の 方が ，明確な単位 （升）を も っ て お り ，

大正時代 に は マ ル シ の 換算に も使わ れ た が ，

物 々 交換 の 現場 で は 米 よ りも稲束が 多用 され た 。

また ，湿潤 な気候 の もと で の 価値の 保蔵 の 機能

は 稲束が まさ っ て い た。玄米を貢納の 基準 と し

て用 い た 人頭税制度 の もとで ，外部の 経済 との

接触 の 度合 い が 強い ほ ど J 稲束 よ りも米が 使わ

れ る傾 向が あ っ た の か もしれな い 。

　 EINzIG（1966 ） は そ の 著 書 の 中 で
“ Rice

Money 　in　Japan
”

に つ い て 1章を割 き，第 2 次

世界大戦以前ま で ，日本 の 中央か ら遠 く離れ た

村 々 で
， 村内 で は 米が貨幣 と して の 役割を 果た

し，村外の 支払い に は じめ て 現金を もち い た と

指摘 して い る。昭和 の 初め ま で 現金 を使 うこ と

が少なか っ た 八 重山の 島 々 も例外で はな か っ た

わ けで あ る。

　 ただ し，黒島の 人 々 は ，西 表島や 新城島 と の

物 々 交換で 入 手 した稲束を貯えて お くこ と は し

た が ，そ れ を さ らに 交易 に もち い る こ と は な

か っ た と思わ れ る e 米は ，黒 島に と っ て 貴重で

は ある が ，あ くま で も食物 で あ るに過 ぎな か っ

た 。
こ の 点で ，ふ た つ の 島の物 々 交換の 場 に お

け る稲束 は 貨幣で はあ っ たが ，西表島か ら黒島

へ の
一

方方 向に の み 流通す る もの で あ っ た
7）
。

　 少 々 の 現金 が 入 りこ ん で きて も，稲束や 米を

貨幣 と し て 使 っ て き＃意識 が容 易 に 変化 しな

か っ た ことを印象的に 示す事例 が ある。明治時

代 の 八 重山 で は 現金 を 使 うこ と は め っ た に な

か っ た が ，明治末に は 1 升 の 玄米 の 価格が 5 銭

に 定ま っ て い た。そ し て ，人 々 は ， 5 銭 白銅貨

を 「一升銭」 の 意味で イ ッ シ ュ ジ ン な ど と呼ん

だ （琉球政府文化財保護委員会　1970）。 商品が

貨幣単位で 呼ばれ る こ とは あ っ て も，貨幣が 商

品単位で 呼ばれ る こ とは あ りそ うに な い 。は じ

め て 現金を見た 八 重 山の 民衆の 心の 中に 「米 こ

そ貨幣で あ り，新 し く来た金属 の 玉 は ，そ れ で

買 うこ とが で きる商 品で あ る 」 と い う意識 が生

じ た と考える の は うが ち過 ぎで あろ うか 。

　 ある社 会で も っ とも広 く，か つ 強 く求め られ

る 品物が
， 逆に も っ とも大 きい 購 買力を もち ，

それが交 易や 市の 展開に ともな っ て 貨幣とな る 。

これは ，メ ア リ ー ・ダ グ ラ ス が 注 目した カ ール

・メ ン ガ
ー

の 貨 幣起 源論 で あ る が （DOUGLAS

1967 ；MENGER 　l　892），明治時代の 八 重山で は
，

まさに メ ン ガ ー
の い う意味に お い て 米や稲束が

現金よ りも強い 購買力を もつ 貨幣 であ っ た 。

　貨幣を手に した者は ，交易に お い て よ り大 き
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い 選択の 幅を享受す る こ とが で きる 。 黒島の 住

人 が ，米 を食 べ た い が た め に か な りの 努力 を し

て きた 印象が 強 い 。 こ れ に 対 して ， 黒 島か ら

物 々 交換 に 来て も干 立 か ら は 行か ない な ど ，西

表島の 側 が 尊 大 に か ま え て い た こ とが 言 葉の

端 々 に うか が え た。 こ れ は ，ブザ が多 い 黒島を

見 下 した ユ カ リ ピ ト ゥ 意 識だ け の 問題 で は な

か っ た で あろ う。

　本報で 「稲束 と灰 の 物 々 交換 」 と呼 ん で きた

も の は ，
こ こ に い た っ て 「稲束 とい う限定 目的

貨幣の 使用に よ る 灰 の 購入」 だ っ た とい うこ と

に な る の だが ，
こ う言い か えて み て も，それだ

けで は ，生活誌 の
一

環 とし て の 交易活 動の 記載

が 豊か に な る わ け で も精密 に な るわ け で もな い 。

た だ ，多様な交易品 の うち で ，も っ とも強 く求

め られ る もの が あ り，それ を持 つ 者 は ，あか ら

さまな対立 （FOSTER 　 1978参照）を ひ きお こす

こ とな し に 相手 に 対 し て よ り強 い 立 場に 立 つ こ

とが で きる 場合が ある と い う事実は注 目に 値す

る 。 どの 品物が限定 目的貨幣 とし て 使われて い

る か を 明 らか に す る こ とは ，そ う した社会関係

の 分析 と地 域間比較の た め の 有効な手段 とな り

うるで あろ う。

6．5．　中央ア フ リカ との 対比 と今後の 課題

　西 表島 と黒 島の 交流関係を中心 とす る ， 大 正

期八 重山 の 物 々 交換を ，物 々 交換が 現在も重要

な役割を 果た し て い る 中央 ア フ リ カ の ソ ン ゴ ー

ラ の 場合 と対比 させ て み よ う。現在生 きて 機能

して い る ソ ン ゴ ーラ の 物 々 交換市 と の 共通点や

相違点 を 明らか にす る こ とに よ っ て ，こ れ ま で

の 議論で 見落 と し て い た い くつ か の 問題点を 明

らか に で きる で あろ う。 また ，
こ の 対比 を とお

して ， 小論 の 研究方法が 今後 の 調査の 指針 と し

て ，ある い は 伝統 的経済の 比較の 枠組み と して

ど の 程度妥当す る も の で あ る か を 探 る こ ともで

きる で あろ う。

　ザ イ ール 共和 国に住 む ソ ン ゴ ー
ラと自称す る

人 々 の 間で み られ る物 々 交 換 の 特徴 （安溪

1984a ，ユ984b ） を ，本章 の 冒頭 の 5 つ の 設 問

に そ っ て 整理 し，小論で 報告 した 八 重山の 場合

と対比 させ て み よ う。

　  生態的基盤 。 熱帯降雨 林 の 中で の 焼畑農耕

を営む人 々 と川沿 い で 専業的漁掛を営む 人 々 の

間の 交易で ある 。交易の 品 目は ，キ ャ ッ サ バ 芋

をは じめ とす る農産物 と魚で ， 交易の 頻度は 毎

週 1 ， 2回。物 々 交換専用の 市が もたれ る。生

活必需品の 物 々 交換を通 した ，異な る生業形態

を もつ 集団間の 相互依存の 関係は ，生物種 の 共

生 に も似た 関係を か た ち つ くる に 到 っ て い る。

　異な る生 活環境を利用 し ， 異なる生業形態を

もつ 隣あ う集団間の 物 々 交換関係は ，八 重山に

も存在 した 。黒島の 東筋 の 農民 と伊古の 漁民 の

間の 物 々 交換は ，漁民 の 主食を確保す る た め の

ひ んぽん な交易とい う意味で ソ ン ゴ ーラ の 場合

と基本的に 共通 し て い る 。魚を現金で 売る こ と

が で きる状 況が 出現す る以前は ，農業 をお こ な

わ な い 専業 的漁民が生活 し うる た め に は ，こ う

し た 農耕民 との 共生的関係が 不可欠で あ っ た 。

そ れ に 対 し て
， 西表島の 稲作 民 と黒島 の 半畑作

・半漁労民の 間に み られた 交易は季節的なもの

で あ り ， そ の頻度は せ い ぜ い 年に 数度で あ っ た 。

単 に 互 い の 集落を訪問し あ うだ けの 八 重山 の 方

法 と比べ る と，複数の 集団の 生活空間の 接点 に

定期市を もつ ソ ン ゴ ー
ラ の 交易は ，よ り整 っ た

制度 とし て 確立 されて い る よ うに 思わ れ る 。

　   歴史的諸条件 と政治的状況。 ソ ン ゴ ーラ の

土地 で ，伝統的物 々 交換市の 制度が存続 して い

る理 由は ，植民地政府 に よる現金 使用 の 強制や

物 々 交換市 へ の 弾圧に 対抗す る防御の 機構を 作

りあげる こ とが で きた点に ある D 具体的に は ，

現金 使用 を 原則 と して 禁止す る物 々 交換市を ，

政府が作 っ た 現金使用の 市と は 別 に 隔離し て 開

催 し続け た の で ある。こ うした 対抗措置を可能

に した の は ，裁判権を もつ 伝統的首長を ひ とつ

の 頂点 とす る 政治的組織 の 存在で あ っ た 。

　 八 重山の 場合は ，人頭税 を納め さぜ るた め の

低 島か ら高島へ の 通 い 耕作の 開始が ， 島と島の

生活環境 と農耕文化 の 違 い に 基づ く交易を 不 用

に し た 。低島の 灰に かわ る化学肥 料の 導入 な ど
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を き っ か け に 相互 依存 の 体制は くずれ ，やが て

ふ た つ の 島の 交流関係 も消滅 し た 。

　   参加 者 の 社会関係 。
ソ ソ ゴ ーラ の物 々 交換

市に は ほ とん どの 世帯か ら毎週
一

人 は参加す る 。

漁民の 男 と農耕民 の 女が 出会 う。 こ の こ とは ，

農耕民か ら漁民 へ の 嫁入 りが 多 く，そ の 逆が 少

ない こ とと関係が ある か も しれな い 。起源を 異

に す る複数 の 集団 が ，こ の よ うな相互 依存の 関

係を通 じ て 言語 に お い て 同 化 して きた 例は 多

く ， 熱帯 ア フ リ カ の 狩猟採集民で ある ピ グ ミ ー

た ちが 固有 の 言語を失 っ た の は こ の た め で あろ

うと推定 される。文化 的な同化現象に もか か わ

らず ，互 い に 依存 しあ っ て い る交易相手 とそ の

生活様式に つ い て 陰で は 「あん なに み じめ な暮

らしは な い 」 な どと陰 口 を た た きあう こ とが珍

し くない 。
ソ ン ゴ ーラ の 北東 に 住む ム ブ テ ィ な

ど の ピ グ ミーが 農耕民 と の 間に 保 っ て い る共生

的関係 （KAzADI　 1981：市川　1982 ；安溪 　19

85c ） に お い て もこ うした対立 は よ く知られ て

い る 。

　生業形態 の 違 い や 言語 の 壁 を越え て 通婚 しあ

う中央 ア フ リ カ の 人 々 （TERASHIMA 　1987な ど）

と異な り，八 重 山の 場合 は
， 役 人が マ カ ニ ャ

ー

を も っ た こ とを除 くと島を結ぶ 婚姻 関係は ご く

稀で あ っ た 。その た め
， 集団 間の 融 合は容易に

起 こ らなか っ た 。 人の 移動を妨 げて きた 大 きな

要因 は
， 人頭税制度下で の 移住 の 禁止 で あ っ た 。

こ の よ うに ，今 日 の ソ ン ゴ ーラ の 社会を形作 る

に あた っ て 強力 に 働い た ， 共生 的関係を通 した

言語 と帰属意識 の 同化 の 力は ，八 重 山 で は 徴弱

で あ っ た よ うに 思わ れ る。宮古 ・八 重山で 島ご

と に 大 き く違 う方言が成立 し た背景に は ， 3世

紀近 くに わ た る人頭税制度の 中で ，移住の 自由

を認め な い こ とに よ っ て 島 々 の 交流を妨げ ，
ユ

カ リ ピ ト ゥ とブ ザ を対立 させ た政治的な力が 働

い て い た こ と を 感 じる 。

　  交換率の 性格。 ソ ン ゴ ーラ に お け る交換率

は ，品 目 の 組み 合わ せ ご と に ほ ぼ 定 ま っ て お

り，その 日そ の 日の 需要 と供給の 状況に よ っ て

変動す る こ とがな い 。交換率の 標準は ，品 目 ご

とに 決 ま っ た大 きさの 単位を 1対 1に 交換 しあ

う こ とで 達成 され る 。単位 の 大 きさに つ い て の

駆け引 ぎは 存在するが
， 両者 の経験が 互 角な ら

ば ，標準か ら大 き く逸脱す る こ とがな い 。同 じ

1単位 と され る交易 品 を生 産す る の に 要す る平

均的労働 時間は 品 目ご とに 大 き く異な り， 1単

位 の 食品が もつ 熱量に は ，10倍に お よ ぶ 格差が

ある 。

　八 重山で も，交換 比率 が 固定 制 で あ っ た こ

と，品 目がなん で あれ J1 単位 ど うしを交換 し

あ っ た こ とは ，ソ ン ゴ ーラ と の 共 通点で あ っ た 。

　  生活全体の なか で の 物 々 交換 の位置づ け。

　物 々 交 換の 重要性 の 程度 。 ソ ン ゴ ーラ の 場

合 ，集落移転の ため焼畑を もたず ， ひ ん ぱ ん に

物 々 交換市を利用す る漁民集落で は ， 総摂取熱

量の 6割強が物 々 交換市に 由来 して い た。物 々

交換 と現金使用 の 均衡は
， 国 内お よび 国際的な

経済 の 状況 に よ っ て も影響 され る 。

　八 重 山で は ，畑作 をお こ なわな い 糸満漁民の

集落の よ うに ，主食の ほ とん どを物々 交換に 依

存し た 集落もあ っ た 。

一
方 ，灰 と稲束 の 物 々 交

換の 場合は ，い ずれ の 集落 も，基本的 な食料は

自給が可能で あ っ た の で ，専業漁民に とっ て の

主食の 入 手の 場合の よ うに 必須 の もの とは い え

な い 。集落 の 全世 帯が お こ な っ た わ け で は な

か っ た こ と も理解で きる。物 々 交換 の 頻度の 違

い は ，共 生的 な関係 の 強 さ と も結び つ い て お

り，世界の 物 々 交換経済の比較の 基準の ひ とつ

とし て 使 うこ とがで きる と思わ れ る。

　贈与 と の 関係 。
ソ ン ゴ ーラ の農耕民側は ， 多

様 な食品を少量つ つ 取 り合わ せ て 贈 り物に し，

漁民か らお返 しに 魚が 贈 られ る。漁民に と っ て

は ，贈 与で受け取る以 外に 入 手 し難 い 食品 も少

な くな い 。全取 引重量の 8 割を 占め るキ ャ ッ サ

バ 芋は ，普通は贈与の 対象に な らない 。贈与交

換や事前 に 契約 した 取引が お こ なわ れ る の を黙

認す る と参加者の 間の 平等な物 々 交換を そ こ な

う恐れ が ある として市の 監督が介入 す る場合が

ある 。 また ，親戚 ・友 人 ・他人 とい う人間関係

の 親疎 と贈与 ・物 々 交換 ・現金使用 とい うや り
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とりの 区別 とは 直接的に 対応 は しな い が ， 深 く

結び つ い て い る 。 交易以外の 目的で 市に くる参

加者 もあ り，そ の 目的は 友 人 ・異性 と の 出会い

や ヤ シ 酒 を飲 む こ と で ある （安溪貴子　 1987

b ）。

　西 表島 と黒島の 間の 贈与交換に つ い て は ， 6．

3，で述 べ た とお り，ソ ン ゴ ーラ と多 くの 共通点

がある。比較的少量で は あ っ て も，他 の 方法で

は 入 手が むずか しい 品物 （醤 油 の 原料） が主 で

あ っ た こ ともひ とつ の 共通点で ある。ま た ，両

者 ともに 酒の 魅力は 交易活動の もつ 非経済的機

能 として 重要 で あ る こ とが わ か る 。

　限定 目的貨幣 の 存在、 ソ ン ゴ ーラ の 物 々 交換

市で の 魚 は 限定 目的 貨幣 （い わ ゆ る 「原始貨

幣」）で ある と結論 され た
。 農作物 を 前借 り し

て ，魚を 後払 い に あて る こ とが 習慣化 して い る

が ，逆は 見 られ な い 。魚 を持つ もの は ，他の す

べ て の 品 目を 入 手 で きる 。 し か し，農耕民 に

と っ て は 魚は お い し い 食物 で ある に す ぎず ，
こ

の 「貨幣」 は
一

方に しか 使わ れず に 食 べ られて

しま う。

　 ソ ン ゴ ーラ漁民 の 魚と同 じ よ うに 西表島の 稲

束は 限定 目的貨幣 と して の 取 り扱い を受けて い

た こ とに な る 。そ の 状況に は ， 限定 目的貨幣 を

受け取 る 側が ， それ を 単な る食料 と見な し て い

た こ とな ど多 くの 類似点が ある。腐 りや すい ソ

ソ ゴ ーラ の 魚 と西表 島の稲束 は ， 保存性に 大 き

な差が あ っ た が
，

こ れ は
， 湿潤熱 帯 （ザ イ ー

ル ） と湿潤亜熱帯 （八 重山） の 生活の 対比 と し

て 理解で きる面が あるか も しれな い 。

　 こ うして ， 八 重山 と中央 ア フ リ カ ・ソ ン ゴ ー

ラ の 間の 地 域 と時代 の 差を越 えた 対比の 結果 ，

次の よ うな暫定的な結論が 得 られ る。

　  異な る立地 T 異な る生業と い っ た 生態的な

基盤 があるだけ で ，そ こ に 共生的関係が成立 し

て い る と期待す る こ とは誤 りで ある。た だ し，

生態的基盤な しの 緊密な物 々 交換 関係 を想定す

る こ とは むずか し い
8）
。

　  物 々 交換経済が 栄え J ある い は 滅 び る要因

は ， 地域に よ り時代に よ り多様で ある。そ の 消

滅を い ち が い に 現金経済化 の 結果 とか た づけて

し ま うの は
一

面的すぎる。

　  共生的関係 に ある 集団間に は ，ソ ソ ゴ ーラ

や ピ グ ミーの よ うに言語の 同化が起 こ る 場合が

あ り うる が
， 通婚が妨げ られ る な ど の 理 由で ，

こ うし た変 化を経験 しな い 場合もある。こ うし

た ，共生的な相互依存 関係が 民族集団 の 形成に

は た した 役 割に 注 目し，比較研究をお こ な うこ

とが 今後に 残 された 課題で あろ う
9）
。

　  交換率に は なん らか の標 準が ある場合が多

く ， それは ，品 目ご と に 決ま っ た 大 きさ の 単位

を 1対 1に 交換す る こ と で 達成 され る。交換率

の 長期に わた る変動が あるか ， ある とすれば そ

れは ，何 と連 動 し て い る か
， とい う設 問は ，

物 々 交換経済の 研究に お い て お そ ら くも っ とも

重要 なもの で あ るが ，長年 に わ た る 克明な記録

に よ っ て しか 答え得な い もの で あろ う。

　  ある品物が 限定 目的貨幣と して 使用 され る

よ うに な る こ とは ，そ の 品物を供給す る側が ，

相手 との 社会関係に お い て 優位に 立 つ こ と （あ

る い は 優位 に 立 ち た い と願 うこ と） と関連して

い る。限定 目的貨幣 の 使用に よ り強め られ る優

位 ・劣位の 関係を ，贈与交換が
一

時的 に せ よ 中

和す る場合 が ある 。 ただ し ，初穂を持参す る と

い っ た上下 関係 の 確認 の 機能を もつ 贈与 もある

の で ，贈与 と限定 目的貨幣使用 （さ らに は現金

使用）を単純な対立 の 図式 と し て 理解す る こ と

は 適当で な い 。

　伝統的経 済活動を ， 生態的基盤 と歴 史的諸条

件 ・政治状況の 制約 の 中で 営 まれ て きた 社会生

活 の ひ と こ ま と して とらえ よ うとす る上述の 研

究の 方法 は ，現在生 きて い る物 々 交換の 実体を

とらえる た め に 用 意 し た もの で あ っ た が ，過去

の 経済活動 の 復元研究に もおお むね有効で あ っ

た と思 う。

　 日本の 南島研究に は ，多 くの 放置 さ れ た 課題

が ある （例 え ば，安溪　1984e ，1986　c ，1987

b を参照）。琉球弧 に おけ る経 済人 類 学 的研 究

の 未開拓の 分野を指摘 し て
， 小論の しめ くく り

と した い 。琉球が東 ア ジ ア と東南ア ジ ア を結ぶ
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貿易国 と し て 活躍 し た 時代の 遠距離の 交易に つ

い て は
， 古文書に よる研 究が 盛ん に お こなわれ

て きた。 し か し，琉 球弧 内部 の 交易に つ い て

は ，あま りに も多 くの こ とが 解明 され て い な い 。

沖縄島の 南部を起点 と して ， 島の 北部か ら奄美

諸島の 南部ま で を活動の 範囲 と し た ヤ ン バ ル 船

や ，種子島か ら沖縄島へ の 交易の 旅であ っ た 琉

球旅な ど，い わ ば中距離 の 交易活動 の 実態 ， さ

らに 小論で 扱 っ た よ うな近距離 の 隣 りあ うシ マ

（島と村落の 双方を さす） ど うし の 交易 と交流

は ， 今な ら まだ 聞 き取 り調査 に よ る研究が 可 能

で ある
。 時代を 下 っ て ，沖縄戦 で 貨幣経済が 消

滅 した あ と の 島 々 で ドル 紙幣が ひ ろ く使わ れ る

よ うに な るまで の 期間に お こ なわ れた ，物 々 交

換を含 む交易活動の 変遷の （例えば石原　 1982

の よ うな）記録は ，理論的に も重要な側面を含

ん で い る。さ らに ，現在各地に 見 られる 市を詳

し く見る こ とに よ っ て も ， 多 くの 発見が 可能で

あ る （例えば ，安溪他　1982 ；石毛 ・ラ ドル

1987）。

　 私は ，八 重 山 の 物 々 交 換 の 研究 に 引 き続 い

て ，琉球弧 の 伝統的物 々 交換経済の 地域差 を 明

らか に し，島 々 を結 ん だ 交流の 網 目 の 全体像を

把握す る こ とを 当面 の 目標に して い る 。 す で に
　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 た　 ら　 ま

八 重 山の 北 に 連な る多良間島 ， 沖縄 島北部 の
な き　じ ん　　　　 くに がみ 　　　　　　　　　　　　　 か 　け　る　ま

今帰仁村 と国頭村 ，奄美大島 と加計 呂間島，種

子 島と屋 久 島の 各地 で 予備 調査 を実施 し，その

報告を 準備中で ある 。そ の 中で
， 本報 の 範囲 で

は答える こ とがで きなか っ た ，なぜ稲束が 貨幣

と して 選 ばれ る の か とい う点を も論 じてみ た い

と思 う。 今後は 島 と島の 交流だ けで な く，山の

民 ・平野 の 民 ・海 の 民な どの 交流 に つ い て も同

様の 視点か ら研究を進め ，世界の 物 々 交換経済

に つ い て の知見 も参照 し つ つ
1 

， 東 ア ジ ア に お

け る物 々 交換経 済に つ い て の 理解を深め た い と

願 うもの で ある 。
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注

D2 ．1．節 で 下線を引い て指摘した ，『沖縄 の 民俗資

　料 第 1集』 の 中の 西表島 と黒 島の 物 々 交換 の 記載

　の 中 の 誤 りと考え られ る部分 を ま と め て 示す。 

　竹富島か ら 西表島へ 物 々 交換 に 来 た こ と は 記憶 さ

　れ て い な い 。  大豆 で は な く， 方言で ク マ V ミな ど

　とい う リ ョ ク トウ が交易され た。  小豆 で は ，方言

　で ア ハ マ ミな ど と言 わ れ る が
，

こ の 言葉は 同 時 に

　サ サ ゲを も含む場合が多い 。 そ し て栽培 さ れ た 量

　は サ サ ゲ の 方が ア ズ キ よ り は る か に 多 か っ た の で

　ある。  「あおさ」 は ア オ サ 科の海藻で は な く，ヒ

　 ト エ グ サ 科 の ヒ トエ グサ で あ る。  黒 島 が もた ら

　 した の は 木灰 で は な く，草 の 灰 だ っ た 。  黒島 の 灰

　と交換 され た の は 稲束 で あ っ て 「米 」 で は な か っ

　た 。記載 の 誤 り と考 え られ る 上 記 の 点 の 多 くは ，方

　言か ら の 不 適切な翻訳 に 伴 う問題 で あ っ た と理 解

　され る。ア
ー

サ を発音 の 近 い 和名 「あお さ」に置き

　換 え ，米 と 稲 の 両 方 を さす マ イ を 「米 」 と訳す よ う

　に 。

2＞ こ う し た 農耕文化 の 差 の 成 立 は ，稲作が 南か ら伝

播 したあとに 成立 した もの で ある （安溪 1987a）。

最近，渡部忠世は ，八 重 山 の 稲 の 起源を非常 に 古 く

　み る 説を発表 し て い る （渡部 　1987）。 そ れ に よ る

　と，東南ア ジ ア の 島嶼部で今も作られ る ブ ル （ジ ャ
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　バ ニ カ ）品種群に 似 た稲が ，縄文晩期を さ らに 古 く

　さ か の ぼ る 時代 に ，南島沿 い に 北 上 し て 日 本 の

　も っ と も古い 稲作を 形成 した とい う。

3＞ 李 （1972） は，「所 乃 」を ソ ネ と読 ん で い る。現在

　の 西表島西部方言 で は ，祖納 集落を ス ネ と い うの

　で J 「所乃島」は 「祖納 島」す なわ ち ，祖納を 中心 と

　した 西表島西部を指 した と考え ら れ る。ま た ，李

　 （1972）は ，新城島に つ い て 「稲 あり」 と訳して い

　る が ．小葉 田 （1942） の 翻 刻 お よ び末松 （1958）の

　影 印本 に は 「無稲 」 と あ る の で ，他の 低 島同様 に 稲

　が な か っ た こ と を 確認 し て お き た い 。同資料 に 新

　城島の 住人 が 「稲米貿易於所乃 島」 と 書か れ て い る

　こ とに つ い て ．佐 々 木 （1978）は 西表島へ の 通 い 耕

　作 を 交易 と誤認 し た 可能性 を 示唆 し た が ，黒 島 と

　西表島 との 稲束を め ぐる 交易の存在が あき らか に

　な っ た 以 上 ，原文 の 通 りに 解 釈す る の が 適切 で あ

　 る と思 う。

4） 人頭税と な らん で 八 重山 の 島 々 を 疲弊さ せ た 流

　行病 の 中 で も っ と も大 きな 影 響を の こ し た の は ，

　熱帯熱 マ ラ リ ア で あ っ た （千葉　1972）。大航海時

　代 の 波 が 日本に ま で お よ ぶ こ ろ ，こ の 病気 は 八 重

　山の 高島 に 伝播 した と考え ら れ る b こ の 病 気 は 八

　重 山 で は ヤ a＝　一と呼ばれ た が ，西 表島の 伝承 で は ，

　南蛮船 が 西 表島西 部の舟浮集落 に もた ら し た も の

　で あ る と い う （石 垣　1987）。金非衣ら が，5 ヵ 月

　も西表島に 滞在しな が ら，死 亡 者 を 出 し て い な い

　の は ，比較的症状 が 穏や か な 三 日熱 マ ラ リ ア な ど

　は す で に あ っ た と し て も，15世紀後半 の 八 重 山 に

　は まだ 熱帯熱 マ ラ リ ア が 分布 し て い な か っ た か ら

　だ と も考え られ る。外来者が熱帯熱 マ ラ リ ア 地帯

　に滞在した あとの 惨状 に つ い て は ，石原 ゼ ミ ナ ー

　ル （1983） に 詳し く，山 田 （1986）に も触れ ら れ て

　 い る。

5） 済州島民 の漂流記 は ，八 重 山 の 低 島 と多 良間島

　が ∫西表島か ら建材 を 「取 る」 と 記 して い る。稲 の

　場合 は 「貿易 」 と書 か れ て い る の で ，材木 は 物 々 交

　換の 対象に な らな か っ た もの と 推定 し て お く。西

　表島で は ，人頭税開始以前 に 宮古 島 の 首長 か ら 材

　木 の 伐採を強制 さ れ た こ と が 伝え ら れ て い る （安

　溪　1985br 雨 乞 川 」 の 項）。人頭税時代に 材木を

　物 々 交換 の 品目 とする こ と がな か っ た と考 えられ

　る こ とに つ い て は ，本文 の 2．3．1，を参照 された い 。

6） 金関丈夫 は ，八 重 山 の 古代文化 の 南方 との つ な が

　りを 具体的に 指摘す る 重要 な貢献を し た 。し か し，

済州島民が漂流記を残 した 15世紀後半に 石垣 島が

無人島だ っ た か も しれ な い とす る 金関 （1955） の 推

　定 は ，そ の 後 の 考古学的発見 に よ っ て 否定 さ れ て

　い る。

7） 須藤 （1972）は ，1日藩時代 の 八 重山
・
宮古 で は ，

　 「貨幣 は 全 く流通せ ず，す べ て 物 々 交換 の 社会 で

　あ っ た。そ し て等価物と し て 米 が 使用 さ れ た 」 と指

　摘 し た 。そ の 根拠 と して ，沖縄島 に は 金銭を表 わ す

　結縄が あ っ た の に
， 宮古 ・八 重 山 で は ，穀物 に よ る

　上納に 関す る結縄だけが存在 し た こ と。ま た ，貢納

　布 の 米 へ の 換算率を 示す
一

覧表 が存在 した こ と を

　挙げて い る。西表島 と黒島の 交易 に お い て は
， 稲束

　も米 とな ら ん で 等価物 と し て の 扱 い を 受け て い た

　の で ある 。

8） 今井 （1986）は ザ ン ビ ア の バ ン グ ウ ェ ウル ・ス ワ

　ン プ の 漁民 が農耕 もお こ な う と 述 べ て い る。 こ う

　した 半農半漁の経済が成立す る か ，あ る い は 共生

　的 関 係に 結 ば れ た 複数の 集団 が居住す る か ど うか

　を決定して い る条件が何 で あ る の か を
一

般的 に 述

　べ る こ とは 難 しい 。

9） 共生的関係 に よ っ て 生 業 の 分化 は逆 に 促 され る。

　そ の結果，異な る生活様式 を もつ 隣 り あ う集団 の

　間に は 心理的 な 反発 も は た ら く よ う に な る 。ひ と

　つ の 民族集団 とし て の 帰属意識 は ，言語の 同化 に

　よ っ て 強 め られ ，生業形態 の 分化 に よ っ て 弱 め ら

　れ る 可能性があ る。こ の よ うな 同化 と 異 化 の ふ た

　つ の 力 が 均衡を保つ 時 ，つ か ず離れ ず の 共生的な

　関係 が維 持 さ れ る の で あ ろ う と考 え て い る 。 よ り

　ひ ろ い 文脈で 言えぼ，デ ュ ル ヶ
一ム （DURKHEIM

　l986 〔1893〕） が 提示 した 交易集団間 の 対 立 と連帯

　とい う問題 の
一

部 と して 考察す る こ とも可 能 で あ

　 ろ う。

10）例えば，琉球弧 の す ぐ南に 位置す る ル ソ ン 島北 部

　の 狩猟採集民 Agta と農耕民 の 間の共生的関係 に 関

　す る優れ た 研究 が あ る （PETERSON　1987）。
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