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以
前
か
ら
、万
博
公
園
関
係
の
メ
デ
ィ
ア
に
書
い
て
み
た
い
こ

と
が
一
つ
あ
っ
た
。
そ
れ
は
他
で
も
な
い
、
太
陽
の
塔
の
こ
と
で

あ
る
。
万
博
公
園
で
働
い
て
い
る
人
は
、否
が
応
で
も
あ
れ
を
毎

日
の
よ
う
に
見
る
は
ず
な
の
で
、ご
意
見
を
伺
い
た
い
の
で
あ
る
。

太
陽
の
塔
は
、日
本
の
サ
ラ
リ
ー
マ
ン
の
像
な
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
こ
と
な
の
だ
。

考
え
て
み
て
ほ
し
い
。
太
陽
の
塔
は
肩
が
ガ
ッ
ク
リ
と
落
ち

て
、
お
手
上
げ
に
な
っ
て
い
る
。
か
な
り
疲
れ
て
い
る
感
じ
が
す

る
。
お
腹
の
い
や
ー
な
顔
は
、
腑

は
ら
わ
たが

煮
え
繰
り
返
る
ほ
ど
腹
が

立
っ
て
い
る
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
そ
の
怒
り
が
顔
に
出
る
こ

と
が
な
い
よ
う
に
、
ガ
ッ
チ
リ
と
仮ペ

ル
ソ
ナ面

を
被
っ
て
い
る
。
そ
し
て

背
中
に
は
、黒
い
太
陽
を
背
負
う
。
こ
れ
は
、彼
が
「
立
場
」
上

背
負
っ
て
い
る「
役
」
を
示
す
。
そ
し
て
外
か
ら
は
見
え
な
い
が
、

足
下
に
は
地
底
の
太
陽
が
押
し
込
め
ら
れ
、
体
内
に
は
生
命
の

樹
が
あ
る
。
本
当
は
生
き
生
き
と
し
た
人
間
の
は
ず
な
の
だ
が
、

責
任
を
背
負
っ
て
仮
面
を
被
っ
て
い
る
の
で
、そ
れ
は
解
放
さ
れ

な
い
。

も
ち
ろ
ん
、岡
本
太
郎
自
身
は
、
こ
ん
な
こ
と
は
言
っ
て
い
な

い
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
「
万
国
博
に
賭
け
た
も
の
」
と
い
う
文
章

の
な
か
で
、「
人
間
は
す
べ
て
そ
の
姿
の
ま
ま
で
宇
宙
に
み
ち
、

無
邪
気
に
輝
い
て
い
る
も
の
な
の
だ
。《
太
陽
の
塔
》
が
両
手

を
ひ
ろ
げ
て
、
無
邪
気
に
突
っ
立
っ
て
い
る
姿
は
、
そ
の
象
徴
の

つ
も
り
で
あ
る
」
と
言
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
の
無
表
情
な
仮

面
や
、
お
腹
の
歪ゆ

が

ん
だ
顔
や
、
ど
す
黒
い
背
中
を
見
て
、
そ
ん
な

こ
と
を
思
う
人
は
い
る
だ
ろ
う
か
。
逆
に
、
高
度
成
長
に
浮
か

れ
る
日
本
人
の
自
画
像
を
、
万
博
の
ど
真
ん
中
に
立
て
て
み
せ

た
、と
す
れ
ば
、そ
れ
は
確
か
に
筋
が
通
っ
て
い
る
よ
う
に
思
う
。

だ
か
ら
こ
そ
人
々
は
、自
分
た
ち
の
姿
が
描
か
れ
て
い
る
の
を
見

て
、強
烈
な
衝
撃
を
う
け
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

む
し
ろ
同
じ
文
章
の
別
の
箇
所
を
こ
の
像
は
象
徴
し
て
い
る

よ
う
に
思
う
。
す
な
わ
ち
、

つ
ま
り
自
分
自
身
が
十
全
に
自
分
で
は
な
い
の
だ
。
こ
れ

か
ら
ま
す
ま
す
近
代
社
会
が
組
織
化
さ
れ
、
シ
ス
テ
ム
の

網
の
目
が
整
備
さ
れ
れ
ば
さ
れ
る
ほ
ど
、
人
間
は
そ
の
中

の
部
品
に
す
ぎ
な
く
な
り
、全
体
像
、ユ
ニ
テ
ィ
の
感
動
、威

厳
を
失
っ
て
く
る
。
た
と
え
有
能
で
あ
っ
て
も
、
そ
れ
は

パ
ー
ツ
と
し
て
優
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、人
間
の
全
体
像

を
体
現
す
る
こ
と
は
な
い
だ
ろ
う
。
そ
し
て
情
報
化
時
代

に
な
り
、
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
化
が
進
め
ば
進
む
ほ
ど
、
い
よ
い

よ
本
然
の
衝
動
が
反
映
し
な
く
な
っ
て
く
る
。

つ
ま
り
太
陽
の
塔
は
、本
然
の
衝
動
を
抑
え
込
み
、
シ
ス
テ
ム

の
パ
ー
ツ
と
し
て
有
能
さ
を
発
揮
し
、
威
厳
を
失
い
つ
つ
経
済

的
豊
か
さ
に
引
き
換
え
て
い
る
日
本
人
の
あ
り
さ
ま
を
象
徴
し
、

同
時
に
、そ
の
抑
圧
を
打
ち
破
り
、「
底
ぬ
け
の
豊
か
さ
」「
ふ
く

よ
か
な
、幅
の
ひ
ろ
い
人
間
的
魅
力
」
を
回
復
し
よ
う
、
と
い
う

太
郎
の
呼
び
か
け
を
表
現
し
て
い
る
。
全
体
に
膨
ら
ん
で
い
て
、

今
に
も
破
裂
し
そ
う
な
の
は
、そ
の
爆
発
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
示
し

て
い
る
、と
思
う
の
で
あ
る
。

《
太
陽
の
塔
》
と
は
誰
か

安や
す

冨と
み 

歩あ
ゆ
み

プ
ロ
フ
ィ
ー
ル

1
9
6
3
年
大
阪
府
生
ま
れ
。
京
都
大
学
経
済
学
部
卒
業
後
、

株
式
会
社
住
友
銀
行
に
勤
務
。
京
都
大
学
大
学
院
経
済
学
研

究
科
修
士
課
程
に
進
学
。
京
都
大
学
人
文
科
学
研
究
所
助
手
。

97
年
に
博
士
号
を
取
得
。
名
古
屋
大
学
情
報
文
化
学
部
助
教

授
、
東
京
大
学
大
学
院
総
合
文
化
研
究
科
助
教
授
等
を
経
て
、

現
在
東
京
大
学
東
洋
文
化
研
究
所
教
授
。『「
満
洲
国
」
の
金

融
』（
創
文
社
、
日
経
・
経
済
図
書
文
化
賞
）
な
ど
著
書
多
数
。
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「
普
通
の
企
業
だ
っ
た
ら
」
と
い
う
枕
詞

あ
る
公
益
財
団
法
人
を
め
ぐ
る
議
論
の
な
か
で
最
近

気
に
な
っ
て
い
る
枕
詞
が
あ
る
。「
普
通
の
企
業
だ
っ
た

ら
…
…
」
と
い
う
も
の
だ
。
発
言
者
は
理
事
会
、
評
議

員
会
と
い
う
法
律
用
語
を
平
気
で
口
に
し
、
公
益
財
団

法
人
だ
と
い
う
こ
と
も
強
調
し
つ
つ
、「
普
通
の
企
業
だ
っ

た
ら
」
と
発
言
し
て
い
る
。
こ
う
し
た
発
言
に
対
し
て
社

会
全
体
が
鈍
感
に
な
り
す
ぎ
て
い
な
い
だ
ろ
う
か
。
あ
た

り
ま
え
の
こ
と
だ
が
、
公
益
財
団
法
人
は
普
通
の
企
業
で

は
あ
り
え
な
い
。
つ
ま
り
、
企
業
で
な
い
組
織
に
、「
普

通
の
企
業
の
も
の
さ
し
」
を
も
ち
込
ん
で
い
る
の
で
あ
る
。

近
年
、
公
益
財
団
法
人
に
対
し
て
は
政
府
で
も
企
業

で
も
な
い
と
い
う
独
自
性
に
着
目
し
て
税
制
上
の
優
遇
を

拡
大
す
る
大
改
革
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
言
い
換
え
れ
ば
、

普
通
の
企
業
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
が
大
前
提
の
は
ず

だ
っ
た
の
だ
が
、「
企
業
の
も
の
さ
し
」
が
堂
々
と
幅
を

利
か
せ
て
、
当
該
の
団
体
は
大
混
乱
に
陥
っ
て
し
ま
い
、

修
復
不
能
と
も
思
え
る
よ
う
な
亀
裂
を
引
き
起
こ
す
こ

と
に
な
っ
た
。

企
業
に
つ
い
て
は
承
知
し
て
い
る
と
い
う
人
が
大
多
数
と

い
う
社
会
の
な
か
で
、「
普
通
の
企
業
だ
っ
た
ら
」
と
い
う

枕
詞
は
、「
企
業
中
心
主
義
的
思
考
」
の
ま
さ
に
自
文
化

お金という経済の代名詞的存在は、一見
人類学とは無関係に見える。しかし世界
を見渡せば、お金の素材や形態、計算・換
算方法、はたまた会計報告書の作り方ま
で、お金をめぐる文化はさまざまである
ことに気づくだろう。本特集では、人類
学と会計学を架橋する領域を「お金を数
える」という行為から概観する。

民
博 

人
類
基
礎
理
論
研
究
部

出で

口ぐ
ち 

正ま
さ

之ゆ
き

「
企
業
中
心
主
義
的
思
考
」

へ
の
ア
ン
チ
テ
ー
ゼ

お金を数える
特集

中
心
主
義
か
ら
の
発
言
と
い
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

会
計
学
者
と
人
類
学
者
の
往
還

こ
う
し
た
「
企
業
の
も
の
さ
し
を
使
う
」
こ
と
が
、
さ

ま
ざ
ま
な
と
こ
ろ
に
ま
で
忍
び
寄
っ
て
い
る
と
警
鐘
を
鳴

ら
し
た
の
は
、
人
類
学
者
の
マ
リ
リ
ン
・
ス
ト
ラ
ザ
ー
ン

の
『
監
査
文
化

―
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
、
倫
理
、
学

術
に
お
け
る
人
類
学
的
研
究
』（
邦
訳
な
し
）
で
の
議
論

で
あ
っ
た
。
例
え
ば
、
身
近
な
と
こ
ろ
で
は
、
企
業
の

I
R
（
投
資
家
向
け
広
報
）
と
同
じ
コ
ン
セ
プ
ト
が
大
学

に
も
看
板
を
少
し
塗
り
替
え
た
だ
け
で
I
R
（
イ
ン
ス

テ
ィ
テ
ュ
ー
シ
ョ
ナ
ル
・
リ
サ
ー
チ
）
と
し
て
入
り
込
ん
で

き
て
い
る
。
ス
ト
ラ
ザ
ー
ン
が
そ
の
よ
う
な
発
想
を
し
た

背
景
の
ひ
と
つ
に
、
マ
イ
ケ
ル
・
パ
ワ
ー
と
い
う
会
計
学

者
の
『
監
査
社
会

―
検
証
の
儀
式
化
』
と
い
う
本
の

存
在
が
あ
り
、
そ
し
て
パ
ワ
ー
が
こ
の
本
を
書
い
た
背
景

に
は
、人
類
学
者
の
メ
ア
リ
ー・ダ
グ
ラ
ス
の
影
響
が
あ
っ

た
。
評
価
し
て
お
墨
付
き
を
与
え
る
行
為
が
儀
礼
で
あ

る
こ
と
を
主
張
し
た
の
で
あ
る
。

「
お
金
を
数
え
る
」
文
化

「
会
計
」
は
も
ち
ろ
ん
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
訳
で
あ
る

が
、「
計
算
を
会
わ
せ
る
」
と
い
う
と
こ
ろ
か
ら
「
会
計
」

の
字
が
当
て
ら
れ
た
。
ア
カ
ウ
ン
テ
ィ
ン
グ
の
基
礎
で
あ

る
「
お
金
を
数
え
る
」
と
い
う
手
法
も
じ
つ
は
非
常
に
多

岐
に
わ
た
る
。
会
計
学
者
自
身
が「
会
計
は
言
語
で
あ
る
」

と
い
う
ほ
ど
文
化
的
な
も
の
で
あ
る
。
計
算
を
あ
わ
せ
る

こ
と
は
ど
ん
な
社
会
で
も
必
要
で
、
世
界
に
は
さ
ま
ざ
ま

な
お
金
の
数
え
方
が
あ
る
。
当
然
、
人
類
学
者
も
い
ろ
い

ろ
な
フ
ィ
ー
ル
ド
で
「
お
金
の
数
え
方
」
に
出
会
っ
て
い

る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
気
が
つ
け
ば
、
現
金
の
動
き
で
は

な
い
発
生
主
義
に
よ
る
損
益
計
算
を
柱
と
す
る
企
業
会
計

が
世
界
を
席せ
っ

捲け
ん
し
、
小
遣
い
帳
の
よ
う
な
現
金
の
流
れ
だ

け
を
追
う
会
計
は
特
異
な
目
で
見
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

新
し
い
議
論
へ
向
け
て

企
業
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
し
投
資
や
企
業
買
収
と
い
う
マ

ネ
ー
・
ゲ
ー
ム
が
現
に
起
こ
っ
て
い
る
な
か
で
そ
の
ル
ー

ル
で
あ
る
会
計
基
準
を
統
一
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い

う
動
き
は
大
変
重
要
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
十
分
理
解
し

た
と
し
て
も
、
そ
の
ル
ー
ル
こ
そ
は
進
化
し
た
も
の
で
あ

り
、
そ
の
ゲ
ー
ム
に
参
加
し
て
い
な
い
例
え
ば
公
益
財
団

法
人
の
会
計
基
準
も
そ
れ
に
あ
わ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、

と
ま
で
論
理
が
飛
躍
す
れ
ば
、
そ
こ
に
明
確
な
「
企
業

中
心
主
義
的
思
考
」
を
見
つ
け
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。

そ
こ
で
本
号
で
は
、
世
界
の
会
計
の
ル
ー
ル
作
り
か
ら
、

各
地
の
数
の
数
え
方
ま
で
を
示
し
て
、
会
計
学
者
と
人

類
学
者
の
出
会
い
を
実
現
さ
せ
た
。
世
界
標
準
を
作
っ
て

い
か
ね
ば
な
ら
な
い
と
い
う
必
要
性
と
個
別
事
象
の
正
確

な
把
握
と
を
ど
の
よ
う
に
整
合
し
て
い
く
べ
き
か
、
新
し

い
議
論
が
今
幕
を
開
け
た
の
で
あ
る
。

非営利の世界の中心的関心は寄付。寄付で建てたシドニー工科大学の
建物。世界的建築家フランク・ゲーリーの作品でランドマークになって
いる。寄付のあるところに会計の話題が付いてまわる（2018年）

みんぱくのさまざまな貨幣
1 儀礼用 貨幣（腕輪）　ザイール　H0189939
2 貨幣　エチオピア　H0147209～0147222
3 貨幣（腕輪兼用）　コートジボアール　H0030970
4 儀礼用 貨幣（首飾り用玉）　ブルキナファソ　H0190032
5 儀礼用 貨幣（腕輪）　ブルキナファソ　H0190010
6 投擲用 ナイフ（貨幣）　ザイール　H0118659
7 貨幣（貝貨）　カロリン諸島 ヤップ島　H0010162
8 巫俗儀礼用 貨幣　韓国　H0214722
9 儀礼用 貨幣　ザイール　H0189933 

1

2

3

45

6

7

8
9

戦後間もないころの財団法人であった大学の財産
目録。縦書き、漢数字の文化

日本国内では、非営利会計は企業会計基準に収斂すべきであるという論
調が強いなかで、企業会計基準から非営利独自の会計基準へと転換さ
せ、世界をあっと言わせたニュージーランドの外部報告会計委員会（政府
機関）（2017年）

2   3    2018 年 5月号



換
算
の
た
め
の
統
一
さ
れ
た
規
則

日
本
の
大
企
業
（
親
会
社
）
は
、
世
界
各
地
に
子
会
社

を
作
る
な
ど
し
て
、
グ
ロ
ー
バ
ル
に
事
業
を
お
こ
な
っ
て

い
る
が
、
グ
ル
ー
プ
全
体
と
し
て
の
業
績
は
ど
の
よ
う
に

測
っ
た
ら
い
い
の
で
あ
ろ
う
か
。
例
え
ば
、
米
国
や
英
国

に
子
会
社
を
作
り
、
米
国
子
会
社
（
A
社
）
で
は
、
ド
ル

で
資
産
や
負
債
を
も
ち
、
売
上
や
そ
れ
を
得
る
た
め
の
費

用
も
ド
ル
で
管
理
さ
れ
て
お
り
、
英
国
子
会
社
（
B
社
）

で
も
同
じ
よ
う
に
ポ
ン
ド
で
管
理
さ
れ
て
い
る
と
し
よ
う
。

さ
ら
に
、
A
社
お
よ
び
B
社
が
そ
れ
ぞ
れ
一
〇
〇
〇
万

ド
ル
と
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
の
利
益
を
、
親
会
社
は
一
〇
億

円
の
利
益
を
上
げ
て
い
る
と
し
よ
う
。
こ
の
と
き
、
こ
の

グ
ル
ー
プ
の
当
期
の
業
績
は
、
親
会
社
は
一
〇
億
円
、
A

社
は
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
、
B
社
は
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド
で

あ
っ
た
と
説
明
し
て
も
、
グ
ル
ー
プ
の
全
体
像
は
つ
か
め

な
い
。
そ
こ
で
、
ふ
た
つ
の
子
会
社
の
利
益
を
円
で
表
示

す
る
と
、
A
社
は
一
一
億
円
（
一
〇
〇
〇
万
ド
ル
×
＠
一
一

〇
円
）、
B
社
は
一
億
五
〇
〇
〇
万
円
（
一
〇
〇
万
ポ
ン
ド

×
＠
一
五
〇
円
）
と
な
り
、
こ
れ
に
親
会
社
の
利
益
一
〇

億
円
を
足
し
て
、
全
体
で
二
二
億
五
〇
〇
〇
万
円
の
利
益

を
上
げ
た
と
計
算
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
、
円
と
い
う
ひ

と
つ
の
通
貨
に
統
一
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
グ
ル
ー
プ
全

体
の
業
績
が
把
握
で
き
る
。

こ
れ
を
会
計
の
専
門
用
語
で
説
明
す

る
と
、
A
社
や
B
社
が
採
算
を
測
る

た
め
に
使
う
通
貨
（
こ
こ
で
は
ド
ル
や
ポ

ン
ド
）を「
機
能
通
貨
」と
い
い
、グ
ル
ー

プ
の
業
績
を
表
示
す
る
た
め
に
選
ば
れ

た
通
貨（
こ
こ
で
は
円
）を「
表
示
通
貨
」

と
い
う
。
ま
た
、機
能
通
貨
を
為
替
レ
ー

ト
を
用
い
て
表
示
通
貨
に
変
換
す
る
こ

と
を
、「
換
算
」
と
よ
ん
で
い
る
。

こ
の
よ
う
な
換
算
の
た
め
の
方
法
は
、

ほ
ぼ
世
界
的
に
統
一
さ
れ
て
い
る
。
具

体
的
に
は
、
A
社
や
B
社
が
保
有
す

ス
か
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
か
の
判
断
が
必
要
な
く

な
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
企
業
活
動
が
グ
ロ
ー
バ
ル
化
す
る
に

伴
っ
て
、
企
業
の
業
績
を
測
る
た
め
の
基
準
は
、
国
際
的

な
比
較
が
可
能
と
な
る
よ
う
に
統
一
さ
れ
つ
つ
あ
る
。
そ

二
〇
一
六
年
に
こ
の
規
則
が
変
わ
り
、
借
手
は
リ
ー
ス

契
約
で
「
使
用
権
」
と
い
う
資
産
を
取
得
し
、
リ
ー
ス
期

間
に
わ
た
っ
て
リ
ー
ス
料
を
支
払
う
義
務
を
負
っ
た
と
考

え
て
、
資
産
お
よ
び
負
債
を
認
識
す
る
と
い
う
規
則
に

統
一
さ
れ
た
。こ
れ
に
よ
っ
て
、オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ・リ
ー

「
イ
ー
ス
ト
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
州
が
貝
殻
貨
幣
を
法
定
通

貨
と
し
て
公
認
す
る
見
通
し
」。
一
九
九
九
年
一
一
月
一
六

日
に
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
日
刊
紙
『
ポ
ス
ト
・
ク
ー

リ
エ
』
に
載
っ
た
記
事
だ
。
こ
の
記
事
が
取
り
上
げ
た
貝

殻
貨
幣
は
、
イ
ー
ス
ト
ニ
ュ
ー
ブ
リ
テ
ン
州
の
ラ
バ
ウ
ル

近
郊
に
住
む
ト
ー
ラ
イ
人
が
伝
統
的
に
用
い
て
き
た
「
タ

ブ
」
と
い
う
貝
殻
貨
幣
で
あ
る
。

タ
ブ
は
ム
シ
ロ
ガ
イ
と
い
う
小
指
の
先
ほ
ど
の
小
さ
な

巻
貝
を
、
籐と
う

で
作
っ
た
紐ひ
も

で
数
珠
状
に
つ
な
い
で
作
ら
れ

た
貝
殻
貨
幣
で
あ
る
。
メ
ラ
ネ
シ
ア
で
は
古
く
か
ら
、
こ

の
ト
ー
ラ
イ
人
の
タ
ブ
以
外
に
も
各
民
族
集
団
が
そ
れ
ぞ

れ
異
な
る
種
類
の
貝
殻
貨
幣
を
日
常
的
な
モ
ノ
の
交
換

や
婚
資
の
支
払
い
、
そ
の
他
さ
ま
ざ
ま
な
儀
礼
的
手
続

き
に
用
い
て
き
た
。
だ
が
現
在
で
は
各
国
政
府
が
発
行
す

る
法
定
通
貨
が
津
々
浦
々
ま
で
浸
透
し
て
日
常
的
に
用
い

ら
れ
る
通
貨
に
な
っ
た
結
果
、
貝
殻
貨
幣
の
多
く
は
結
婚

や
葬
式
と
い
っ
た
儀
礼
的
な
局
面
だ
け
で
用
い
ら
れ
る
も

る
資
産
お
よ
び
負
債
（
ド
ル
又
は
ポ
ン
ド
表
記
）
は
、
決

算
日
の
為
替
レ
ー
ト
で
表
示
通
貨
（
円
）
に
換
算
さ
れ
、

一
年
を
か
け
て
累
積
す
る
収
益
や
費
用
（
そ
の
差
額
と
し

て
の
利
益
も
）
は
、
期
中
平
均
レ
ー
ト
に
よ
っ
て
表
示
通

貨
に
換
算
さ
れ
る
。

統
一
さ
れ
た
リ
ー
ス
に
関
す
る
規
則

リ
ー
ス
と
い
う
取
引
が
あ
る
。
例
え
ば
、航
空
会
社（
借

手
）
が
、
飛
行
機
を
自
分
の
資
産
と
し
て
購
入
す
る
の
で

は
な
く
、
二
〇
年
使
え
る
期
間
（
耐
用
年
数
）
の
う
ち
、

八
年
だ
け
使
い
た
い
と
い
う
場
合
に
利
用
さ
れ
る
。
八
年

使
っ
た
後
は
、
当
該
飛
行
機
は
リ
ー
ス
会
社
（
貸
手
）
に

返
却
さ
れ
る
。
一
方
、
航
空
会
社
は
、
耐
用
年
数
の
ほ

ぼ
す
べ
て
の
期
間
に
わ
た
っ
て
飛
行
機
を
借
り
、
そ
の
間

に
当
該
飛
行
機
の
代
金
の
ほ
ぼ
す
べ
て
を
支
払
う
と
い

う
契
約
を
す
る
こ
と
も
あ
る
。
こ
の
場
合
は
、
自
社
で

飛
行
機
を
購
入
し
、
そ
の
購
入
代
金
を
リ
ー
ス
会
社
か

ら
借
り
た
の
と
同
じ
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
リ
ー
ス
取
引

に
は
二
種
あ
り
、
前
者
を
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
、

後
者
を
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
と
い
う
。
借
手
は
、
オ

ペ
レ
ー
テ
ィ
ン
グ
・
リ
ー
ス
で
は
、
支
払
う
リ
ー
ス
料
の

み
を
費
用
と
し
て
認
識
し
、
借
り
て
い
る
飛
行
機
は
資

産
と
し
て
認
識
し
な
い
。
フ
ァ
イ
ナ
ン
ス
・
リ
ー
ス
に
該

当
す
る
と
、
飛
行
機
を
自
社
の
資
産
と
し
、
同
時
に
、

将
来
支
払
う
べ
き
リ
ー
ス
料
の
現
在
価
値
を
負
債
と
し

て
認
識
す
る
。
こ
の
よ
う
に
、
い
ず
れ
に
該
当
す
る
か
の

判
断
い
か
ん
で
結
果
に
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
資
産
お

よ
び
負
債
を
認
識
し
た
く
な
い
企
業
は
、
オ
ペ
レ
ー
テ
ィ

ン
グ
・
リ
ー
ス
と
判
断
す
る
傾
向
が
あ
っ
た
。

の
こ
と
を
主
た
る
業
務
と
し
て
い
る
の
が
、
英
国
ロ
ン
ド

ン
に
あ
る
国
際
会
計
基
準
審
議
会
（
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
）
で
あ
り
、

Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
が
作
る
基
準
は
国
際
財
務
報
告
基
準
（
Ｉ
Ｆ
Ｒ

Ｓ
）
と
い
わ
れ
、
約
一
三
〇
カ
国
で
利
用
さ
れ
て
い
る
。

の
に
な
っ
て
い
る
。
い
わ
ば
「
お
金
」
の
地
位
を
法
定
通

貨
に
奪
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
そ
う
い
っ
た
な
か
で
、
ト
ー

ラ
イ
人
は
貝
貨
タ
ブ
を
今
日
に
至
る
ま
で
一
貫
し
て
日
常

的
な
モ
ノ
の
売
買
で
使
い
続
け
て
き
た
。
さ
ら
に
、
こ
の

新
聞
記
事
が
報
じ
て
い
る
よ
う
に
、
一
九
九
九
年
か
ら
は

人
び
と
の
あ
い
だ
で
用
い
ら
れ
る
と
い
う
レ
ベ
ル
を
超
え
、

州
政
府
が
貝
貨
を
法
定
通
貨
と
し
て
公
認
し
よ
う
と
い

う
方
針
を
打
ち
出
し
、
二
〇
〇
一
年
に
は
そ
の
た
め
の
調

査
も
実
施
さ
れ
た
。

お
金
と
し
て
の
貝
貨

こ
の
貝
貨
の
法
定
通
貨
化
政
策
に
お
い
て
実
際
に
進
め

ら
れ
た
の
は
、
民
・
官
両
方
で
の
貝
貨
と
法
定
通
貨
の
交

換
所
の
設
立
と
地
方
政
府
レ
ベ
ル
に
お
け
る
税
金
や
学
校

の
授
業
料
、
あ
る
い
は
裁
判
の
罰
金
な
ど
の
貝
貨
タ
ブ
で

の
支
払
い
の
公
認
で
あ
っ
た
。
貝
貨
タ
ブ
は
基
本
的
に
長

さ
で
計
量
さ
れ
る
も
の
で
、
両
腕
を
広
げ
た
と
き
の
左
右

有
限
責
任
あ
ず
さ
監
査
法
人
パ
ー
ト
ナ
ー

中
央
大
学
特
任
教
授

元
Ｉ
Ａ
Ｓ
Ｂ
理
事

山や
ま

田だ 

辰た
つ

己み

三
重
大
学
准
教
授

深ふ
か

田だ 

淳じ
ゅ
ん

太た

郎ろ
う

お
金
の
数
え
方
の
世
界
的
統
一

貝
貨
で
税
金
を
支
払
う
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の
手
の
あ
い
だ
の
幅
（
約
一
・
八
メ
ー
ト
ル
）
で
一
ポ
コ
ノ

と
よ
ば
れ
る
。
パ
プ
ア
ニ
ュ
ー
ギ
ニ
ア
の
法
定
通
貨
キ
ナ

と
貝
貨
タ
ブ
の
あ
い
だ
に
は
、
一
ポ
コ
ノ
＝
△
キ
ナ
と
い

う
形
で
交
換
レ
ー
ト
が
設
定
さ
れ
、
税
の
支
払
い
や
交
換

所
で
の
交
換
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
レ
ー
ト
は
地

域
や
時
期
に
よ
っ
て
変
動
は
あ
る
が
、
例
え
ば
筆
者
が
長

期
滞
在
し
て
い
た
地
域
で
は
二
〇
〇
三
〜
二
〇
〇
五
年
の

あ
い
だ
、
一
ポ
コ
ノ
＝
四
キ
ナ
（
当
時
の
換
算
レ
ー
ト
だ
と

一
キ
ナ
＝
四
〇
円
程
度
）
と
さ
れ
、
男
性
の
人
頭
税
八
キ

ナ
は
貝
貨
二
ポ
コ
ノ
で
、
女
性
の
人
頭
税
四
キ
ナ
は
一
ポ

コ
ノ
で
支
払
い
が
可
能
で
あ
っ
た
。

実
際
に
人
頭
税
の
支
払
い
で
は
貝
殻
貨
幣
が
か
な
り

の
程
度
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
二
〇
〇
一
年
に
あ

る
地
方
政
府
の
納
税
台
帳
を
調
べ
た
と
こ
ろ
、
そ
の
年
に

人
頭
税
を
納
め
た
一
二
〇
五
名
の
う
ち
五
二
三
名
（
全
体

の
四
三
パ
ー
セ
ン
ト
）
が
貝
貨
を
用
い
て
支
払
い
を
お
こ

な
っ
て
お
り
、
ま
た
二
〇
〇
五
年
の
聞
き
取
り
調
査
で
は

州
内
の
九
つ
の
地
方
政
府
の
う
ち
の
八
つ
で
は
貝
貨
で
の

納
税
を
公
認
し
て
い
た
。
こ
れ
ら
の
数
字
か
ら
は
、
実
際

に
貝
貨
が
「
お
金
」
と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
様
子
を
見
て

と
る
こ
と
が
で
き
よ
う
。

あ
ら
た
な
オ
ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
貨
幣
と
し
て
の
貝
貨

ひ
と
つ
間
違
え
て
は
な
ら
な
い
の
は
、貝
貨
タ
ブ
は「
い

ま
だ
に
お
金
と
し
て
使
わ
れ
続
け
て
い
る
」
の
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。「
い
ま
だ
に
」
と
い
う
語
に
は
、

本
来
は
も
う
使
わ
れ
な
い
は
ず
の
も
の
が
、
と
い
う
ニ
ュ

ア
ン
ス
が
入
っ
て
い
る
。
一
九
世
紀
末
の
西
洋
世
界
と
の

接
触
以
降
、
常
に
貝
貨
タ
ブ
は
「
い
ず
れ
使
わ
れ
な
く

な
る
」
と
言
わ
れ
て
き
た
が
、
実
際
に
は
一
貫
し
て
お
金

と
し
て
使
わ
れ
続
け
て
き
た
。
そ
し
て
、
今
日
で
は
政
府

の
公
認
さ
え
得
よ
う
と
し
て
い
る
。「
い
ま
だ
に
」
と
い

う
語
は
む
し
ろ
わ
た
し
た
ち
の
側
に
用
い
ら
れ
る
べ
き
語

な
の
か
も
し
れ
な
い
。
貝
貨
は
国
家
の
法
定
通
貨
に
取
っ

て
代
わ
ら
れ
い
ず
れ
使
わ
れ
な
く
な
る
と
、
わ
た
し
た
ち

は
「
い
ま
だ
に
」
思
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

先
述
の
貝
貨
の
法
定
通
貨
化
に
向
け
て
な
さ
れ
た
二

〇
〇
一
年
の
調
査
を
実
施
し
た
の
は
、
当
時
世
界
規
模
で

ブ
ー
ム
と
な
っ
て
い
た
地
域
通
貨
の
立
ち
上
げ
に
世
界
各

地
で
携
わ
っ
て
い
た
コ
ン
サ
ル
テ
ィ
ン
グ
会
社
で
あ
っ
た
。

こ
こ
で
貝
貨
タ
ブ
は
「
い
ま
だ
に
残
っ
て
い
る
伝
統
」
で

は
な
く
、
資
本
主
義
市
場
経
済
に
対
す
る
あ
ら
た
な
オ

ル
タ
ナ
テ
ィ
ブ
と
し
て
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後

い
っ
た
ん
は
下
火
に
な
っ
た
地
域
通
貨
は
、
今
日
、
仮
想

通
貨
と
結
び
つ
い
て
再
び
盛
り
上
が
り
を
見
せ
て
い
る
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
介
し
て
国
民
国
家
の
枠
を
越
え
た
、

も
し
く
は
ロ
ー
カ
ル
な
共
同
体
で
の
人
び
と
の
生
活
に
根

差
し
た
、
い
ず
れ
に
し
て
も
国
家
権
威
に
よ
ら
な
い
、
あ

ら
た
な
貨
幣
の
萌ほ
う

芽が

は
「
も
う
」
は
じ
ま
っ
て
い
る
の
か

も
し
れ
な
い
の
だ
。

れ
は
、
一
〇
〇
円
の
商
品
が
一
カ
月
後
に
は
約
二
六
〇
〇

円
、
一
年
後
に
は
二
億
円
以
上
に
値
上
が
り
す
る
こ
と
を

意
味
す
る
。
物
価
の
上
昇
は
続
い
た
が
、
中
央
統
計
局

が
イ
ン
フ
レ
率
の
公
表
を
止
め
て
し
ま
っ
た
た
め
、
そ
の

後
の
数
値
は
わ
か
ら
な
い
。

す
さ
ま
じ
い
物
価
上
昇
に
加
え
て
人
び
と
を
苦
し
め
た

の
が
、
モ
ノ
不
足
と
現
金
不
足
の
問
題
だ
っ
た
。
二
〇
〇

七
年
に
政
府
が
価
格
統
制
を
お
こ
な
っ
て
以
来
、
店
の
棚

か
ら
は
商
品
が
ほ
と
ん
ど
消
え
て
し
ま
っ
た
。
生
活
必
需

品
が
欲
し
け
れ
ば
、
闇
市
、
つ
ま
り
売
っ
て
い
る
人
や
場

所
を
探
し
回
っ
て
買
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
追

い
打
ち
を
か
け
た
の
が
、
現
金
不
足
の
問
題
だ
。
銀
行
口

座
か
ら
の
現
金
引
き
出
し
が
極
端
に
制
限
さ
れ
、
上
限

額
は
米
ド
ル
換
算
す
る
と
一
日
あ
た
り
五
米
ド
ル
に
も
満

た
な
い
ほ
ど
だ
っ
た
。
デ
ビ
ッ
ト
・
カ
ー
ド
や
小
切
手
を

使
え
る
店
も
少
な
く
、
あ
っ
た
と
し
て
も
そ
う
し
た
店
で

買
え
る
商
品
の
種
類
は
ご
く
限
ら
れ
て
い
た
。
給
与
生
活

者
た
ち
は
、
な
ん
と
か
現
金
を
手
に
入
れ
よ
う
と
、
連
日
、

銀
行
の
前
の
行
列
に
並
び
、
何
日
も
か
け
て
月
給
を
引
き

出
し
た
。

一
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
は
い
く
ら
か
？

預
金
が
あ
る
の
に
、
使
え
な
い
。
そ
ん
な
理
不
尽
な
状

況
が
続
く
な
か
、
お
金
は
金
額
（
量
）
だ
け
で
な
く
、
そ

の
形
態
ま
で
も
が
問
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た
。
銀

ジ
ン
バ
ブ
エ
の
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ

南
部
ア
フ
リ
カ
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
共
和
国
は
、
二
〇
〇
七

年
三
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
月
ま
で
、
月
率
五
〇
パ
ー
セ

ン
ト
を
超
え
る
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
に
見
舞
わ
れ
た
。
二

〇
〇
八
年
七
月
の
公
式
イ
ン
フ
レ
率
は
月
率
二
六
〇
〇

パ
ー
セ
ン
ト
、
年
率
二
億
三
一
〇
〇
万
パ
ー
セ
ン
ト
。
こ

行
や
ス
ー
パ
ー
な
ど
で
の
フ
ォ
ー
マ
ル
な
取
引
で
は
、
預

金
だ
ろ
う
が
現
金
だ
ろ
う
が
一
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
は
一

ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
、
両
者
は
同
じ
も
の
と
み
な
さ
れ
る
。

一
方
、
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ル
な
取
引
で
は
、
両
者
は
ま
っ
た

く
別
も
の
だ
っ
た
。
闇
市
の
両
替
で
は
、
現
地
通
貨
の
受

け
取
り
を
現
金
に
す
る
か
銀
行
振
り
込
み
に
す
る
か
に

よ
っ
て
、
レ
ー
ト
が
わ
け
ら
れ
て
い
た
。
例
え
ば
二
〇
〇

八
年
七
月
一
九
日
の
場
合
、
現
金
レ
ー
ト
は
一
米
ド
ル
あ

た
り
九
〇
〇
億
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
、
預
金
レ
ー
ト
は
一

米
ド
ル
あ
た
り
四
五
〇
〇
億
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
。
同
じ

額
面
で
も
現
金
と
預
金
と
で
は
、
価
値
に
五
倍
の
差
が

民
博 

外
来
研
究
員

早は
や
川か
わ 

真ま

悠ゆ

カ
ネ
を
焼
く

マーケットでムシロガイと貝貨タブを売る女性。ムシロガイは一山（約330cc）が25キナ（当時のレートで
約1200円程度）、タブは10ポコノ（Avinun na Pokono）が70キナ（3500円程度）で売られている（2011年）

100兆ジンバブエ・ドル札（2009年1月発行）

道端に捨てられたジンバブエ・ドル（2009年）

上：ムシロガイ
下：貝貨タブ
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あ
っ
た
の
だ
。

こ
の
特
異
な
状
況
を
利
用
し
て
、
う
ま
く
お
金
を
手
に

入
れ
よ
う
と
す
る
人
た
ち
が
い
た
。
そ
れ
が
、
現
地
語
の

ス
ラ
ン
グ
で
「
カ
ネ
を
焼
く
」
と
よ
ば
れ
た
方
法
だ
。
先

ほ
ど
の
二
〇
〇
八
年
七
月
一
九
日
を
例
に
説
明
す
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
一
米
ド
ル
を
預
金
レ
ー
ト
で
両

替
す
る
。
す
る
と
、
四
五
〇
〇
億
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
が

自
分
の
銀
行
口
座
に
振
り
込
ま
れ
る
。
こ
の
日
の
銀
行
の

引
き
出
し
上
限
額
は
、
一
日
あ
た
り
一
〇
〇
〇
億
ジ
ン
バ

ブ
エ
・
ド
ル
だ
っ
た
の
で
、
毎
日
そ
の
上
限
額
を
Ａ
Ｔ
Ｍ

か
ら
引
き
出
せ
ば
、
最
終
的
に
五
日
間
で
四
五
〇
〇
億
ジ

ン
バ
ブ
エ
・
ド
ル
全
額
を
現
金
の
か
た
ち
で
手
に
入
れ
ら

れ
る
。
さ
ら
に
、
そ
う
し
て
手
に
し
た
ジ
ン
バ
ブ
エ
・
ド

ル
の
現
金
で
外
貨
を
買
う
と
、
五
米
ド
ル
を
手
に
す
る
こ

と
が
で
き
、
四
米
ド
ル
儲
か
る
。
こ
の
「
カ
ネ
を
焼
く
」

と
い
う
行
為
を
繰
り
返
せ
ば
、（
理
屈
の
う
え
で
は
）
え
ん

え
ん
と
儲
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
だ
。

焼
く
か
？　

焼
か
な
い
か
？

カ
ネ
を
焼
く
こ
と
は
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
下
を
生
き

る
人
び
と
の
一
種
の
生
活
戦
略
だ
っ
た
。
あ
る
教
会
の
牧

師
は
こ
う
説
い
た
。「
カ
ネ
を
焼
く
の
は
、『
マ
ナ
（
神
が

与
え
た
奇
跡
の
糧
）』
の
よ
う
な
も
の
」。
し
か
し
、
決
し

て
尋
常
と
は
い
え
な
い
こ
の
方
法
に
、
た
め
ら
い
を
覚
え

る
人
た
ち
も
い
た
。「
牧
師
は
正
し
い
こ
と
を
言
わ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
の
に
、﹇
闇
両
替
な
ど
の
﹈
違
法
行
為
を

人
び
と
に
薦
め
て
い
い
の
だ
ろ
う
か
？
」

尋
常
で
な
い
生
活
戦
略
を
問
題
視
し
た
中
央
銀
行
は
、

二
〇
〇
八
年
一
〇
月
、
Ｒ
Ｔ
Ｇ
Ｓ
決
済
シ
ス
テ
ム
を
停
止

し
、
銀
行
口
座
へ
の
即
時
振
り
込
み
が
で
き
な
く
な
っ
た
。

夢
中
に
な
っ
て
カ
ネ
を
焼
い
て
い
た
人
び
と
の
姿
は
、
瞬

く
間
に
消
え
て
い
っ
た
。

二
〇
〇
七
年
三
月
か
ら
二
〇
〇
九
年
一
月
に
か
け
て
、

ジ
ン
バ
ブ
エ
で
は
、
稀
に
見
る
物
価
上
昇
が
続
い
て
、
遂

に
は
自
国
通
貨
を
廃
止
す
る
事
態
に
至
っ
た
。
当
時
、
ハ

イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
経
済
状
況
下
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
で
研
究
調

査
を
お
こ
な
っ
て
い
た
早
川
真
悠
氏
の
手
に
よ
り
、
極
め

て
め
ず
ら
し
い
会
計
標
本
の
提
供
が
あ
っ
た
の
で
、
以
下
、

こ
れ
に
つ
い
て
報
告
し
た
い
。

決
算
書
と
会
計
監
査

読
者
の
皆
さ
ん
は
、
会
計
監
査
と
聞
い
て
ど
の
よ
う
な

イ
メ
ー
ジ
を
も
た
れ
る
だ
ろ
う
か
。
昨
年
、
勤
務
先
の
大

学
で
市
民
講
座
と
銘
打
っ
て
会
計
監
査
の
話
を
す
る
機

会
が
あ
っ
た
。
話
の
冒
頭
で
「
会
計
監
査
の
目
的
と
は
」

と
数
名
の
方
に
伺
っ
た
と
こ
ろ
、
全
員
か
ら
「
不
正
の
発

見
」
と
い
う
回
答
を
得
た
が
、
こ
れ
に
は
誤
解
が
あ
る
。

企
業
内
部
の
不
正
や
誤
り
を
発
見
す
る
こ
と
は
、
本

来
、
企
業
側
の
仕
事
で
あ
る
。
世
間
で
は
、
会
計
監
査

人
の
任
務
は
、
企
業
内
で
発
生
す
る
不
正
を
悉
こ
と
ご
とく

発
見

す
る
も
の
と
の
誤
解
が
あ
る
。
こ
れ
を
世
間
と
実
際
の
業

務
と
の
「
期
待
ギ
ャ
ッ
プ
」
と
い
う
。

経
営
者
の
仕
事
は
、
会
社
の
決
算
書
を
会
計
基
準
に

則
し
て
正
し
く
作
成
す
る
こ
と
に
あ
り
、
会
計
監
査
人
の

仕
事
と
は
、
会
社
の
決
算
書
が
会
計
基
準
に
則
し
て
作

成
さ
れ
、
会
社
の
財
政
状
態
、
経
営
成
績
等
を
適
正
に

表
示
し
て
い
る
か
に
つ
い
て
（
監
査
基
準
に
則
し
て
調
査
し

た
う
え
で
）意
見
を
表
明
す
る
こ
と
に
あ
る
。
こ
れ
を「
二

重
責
任
の
原
則
」
と
い
う
。

監
査
人
の
成
果
物

監
査
人
が
表
明
す
る
意
見
に
は
い
く
つ
か
の
パ
タ
ー
ン

が
あ
る
。
監
査
の
結
果
、
特
に
大
き
な
問
題
が
な
け
れ
ば
、

決
算
書
は
会
計
基
準
に
則
っ
て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る

と
い
う
意
見
（
適
正
意
見
）
が
表
明
さ
れ
る
。
も
し
、
決

算
書
に
非
常
に
大
き
な
間
違
い
や
虚
偽
記
載
が
あ
っ
て
、

会
社
側
が
修
正
に
応
じ
な
い
、
応
じ
ら
れ
な
い
よ
う
で
あ

れ
ば
、
稀
な
こ
と
で
は
あ
る
が
、
監
査
人
は
、
決
算
書
は

こ
な
っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
ハ
イ
パ
ー
イ
ン
フ
レ
経
済
下
で
は
、
特
別

な
会
計
基
準
（
I
A
S

29
）
が
適
用
さ
れ
る
。
こ
れ
を
単

純
化
す
る
と
、一
部
の
資
産・負
債
を
除
き
、多
く
の
資
産・

負
債
の
決
算
時
の
価
額
は
、
前
年
度
末
日
の
価
額
に
、
物

価
の
物
差
し
と
な
る
「
一
般
物
価
指
数
」
を
乗
じ
て
測
定

す
る
こ
と
に
な
る
。
例
え
ば
、一
年
間
で
物
価
が
一
〇
倍
に

な
れ
ば
、
建
物
・
機
械
な
ど
の
資
産
の
価
値
も
一
〇
倍
に

な
る
と
考
え
て
計
算
し
た
う
え
で
決
算
書
を
作
成
す
る
。

ジ
ン
バ
ブ
エ
で
も
、
イ
ン
フ
レ
が
昂こ
う

進し
ん

す
る
に
お
よ
ん
で
、

各
企
業
は
こ
の
基
準
を
適
用
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

イ
ン
フ
レ
経
済
下
の
会
計
基
準

現
在
、
世
界
の
多
く
の
国
々
で
国
際
会
計
基
準
が
採

用
さ
れ
て
い
る
。
ジ
ン
バ
ブ
エ
は
、
当
時
か
ら
国
際
会
計

基
準
を
採
用
し
て
い
た
。
わ
が
国
の
会
計
基
準
も
、
国
際

基
準
と
の
擦
り
合
わ
せ（
コ
ン
バ
ー
ジ
ェ
ン
ス
）を
お
こ
な
っ

て
い
て
、
ほ
ぼ
同
じ
よ
う
な
構
成
を
採
っ
て
い
る
。
普
通

の
経
済
状
況
下
で
あ
れ
ば
、
当
時
の
ジ
ン
バ
ブ
エ
で
も
、

現
在
の
わ
が
国
と
同
様
、
粛
々
と
毎
年
の
決
算
業
務
を
お

適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
意
見
（
不
適
正
意
見
）

を
表
明
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
ほ
か
、
極
め
て
異

例
な
こ
と
で
あ
る
が
、
何
ら
か
の
理
由
か
ら
監
査
意
見
が

表
明
で
き
な
い
と
い
う
コ
メ
ン
ト
を
表
明
す
る
場
合
（
意

見
不
表
明
：D

isclaim
er of opinion

）
が
あ
る
。

梯は
し

子ご

を
外
さ
れ
た
経
営
者
と
監
査
人

ジ
ン
バ
ブ
エ
で
は
、
通
貨
が
破
綻
す
る
最
終
局
面
が
近

付
く
に
お
よ
ん
で
、
政
府
当
局
が
「
一
般
物
価
指
数
」
を

公
表
す
る
こ
と
を
止
め
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
事
態

に
遭
っ
て
も
、
企
業
側
は
、
株
主
に
決
算
報
告
を
お
こ
な

う
必
要
が
あ
る
か
ら
、
い
ろ
い
ろ
な
仮
定
を
重
ね
、
苦く

心し
ん

惨さ
ん

憺た
ん
、
な
ん
と
か
物
価
上
昇
率
を
見
積
も
っ
て
決
算
書

を
作
成
す
る
。

と
こ
ろ
が
、
当
局
の
公
表
す
る
「
一
般
物
価
指
数
」
が

な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
決
算
書
が
会
計
基
準
に
従
っ

て
適
正
に
作
成
さ
れ
て
い
る
か
否
か
、
監
査
人
は
意
見
の

表
明
が
不
可
能
と
な
る
事
態
に
陥
っ
た
。
肝
心
要
の
会
計

基
準
に
、
当
局
が
「
一
般
物
価
指
数
」
を
公
表
で
き
な
く

な
っ
た
場
合
の
想
定
が
な
い
か
ら
、
意
見
表
明
の
し
よ
う

が
な
い
。
監
査
人
は
、
監
査
報
告
書
に
「
白
旗
」

（D
isclaim

er

）
を
掲
げ
る
結
末
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

こ
こ
ま
で
の
事
態
は
、
会
計
基
準
の
設
定
者
も
想
定

外
で
あ
る
が
、
こ
の
珍
奇
な
事
例
を
以
て
会
計
基
準
自

体
に
問
題
あ
り
と
す
る
見
解
は
衡こ
う

平へ
い

を
欠
く
の
で
は
な
い

か
。
経
済
の
舵だ

輪り
ん
を
手
放
し
て
し
ま
っ
た
新
興
国
政
府
の

稀き

代た
い
の
不
始
末
と
の
結
論
が
当
を
得
て
い
る
と
思
う
。

金
沢
星
稜
大
学
教
授

大お
お

貫ぬ
き 

一は
じ
め

お
金
の
価
値
を
測
る

物
差
し
が
な
い
？

―
ジ
ン
バ
ブ
エ
の
監
査
人
が

　
　

頭
を
抱
え
た
話

2009年2月のスーパーマーケット店内。国内経済が外貨化され、すべての商品が米ドルなどの
外貨建てで売られるようになった

首都ハラレ中心部。奥の高いビルが中央銀行（2006年、撮影：早川真悠）
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○○してみました世界のフィールド

石
いし

山
やま

 俊
しゅん

民博 プロジェクト研究員

撚
よ

りをかけて縄をなう。
知恵を絞って竹を活かす

福
井
県
で
の
農
的
暮
ら
し

ア
フ
リ
カ
乾
燥
地
の
農
村
を
研
究
対
象
と
し
て
き
た
わ
た
し
に
は
、
あ
る
引

け
目
が
常
に
つ
き
ま
と
っ
て
い
た
。
そ
れ
は
、
わ
た
し
が
農
家
の
出
身
で
は
な
い

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
農
業
を
ほ
と
ん
ど
体
験
し
た
こ
と
が
な
い
わ
た
し
に
農

村
や
農
民
の
こ
と
が
本
当
に
理
解
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
。
こ
ん
な
コ
ン
プ
レ
ッ
ク

ス
を
抱
き
続
け
て
い
た
。

そ
ん
な
わ
た
し
に
農
村
暮
ら
し
の
機
会
が
め
ぐ
っ
て
き
た
。
場
所
は
福
井
県

の
中
山
間
地
。
古
民
家
に
住
み
、
地
域
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
に
携
わ
っ
た
。
活
動
内

容
に
は
、
稲
作
や
野
菜
作
り
を
と
お
し
た
都
市

－

農
村
交
流
も
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
う
い
っ
た
い
き
さ
つ
で
、
わ
た
し
の
農
的
暮
ら
し
が
始
ま
っ
た
の
で
あ
る
。

四
年
間
の
農
的
暮
ら
し
の
な
か
で
、
近
所
の
方
々
に
た
く
さ
ん
の
「
農
家
の

知
恵
」
を
伝
授
し
て
も
ら
っ
た
。
そ
の
う
ち
の
ひ
と
つ
が
縄
な
い
で
あ
っ
た
。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
で
火
が
つ
い
た
縄
熱
・
竹
熱

福
井
の
農
村
を
離
れ
て
一
〇
年
、
ふ
た
た
び
縄
を
な
う
こ
と
に
な
っ
た
。
当

時
所
属
し
て
い
た
総
合
地
球
環
境
学
研
究
所
の
オ
ー
プ
ン
ハ
ウ
ス
（
一
般
公
開
）

で
、
縄
な
い
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
同
僚
の
調
査

地
か
ら
も
ら
っ
て
き
た
稲
藁
を
使
い
、
竹
で
組
ん
だ
稲は

架さ

が
け
を
模
し
た
装
飾

の
前
で
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
は
好
評
で
あ
っ
た
（
写
真
１
）。

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
が
終
わ
っ
て
も
、
藁
も
竹
も
ふ
ん
だ
ん
に
残
っ
て
い
た
。
縄

と
竹
を
使
っ
た
遊
び
が
思
い
浮
か
ん
で
き
た
。

ま
ず
は
、
晩
夏
の
流
し
素そ
う
麺め
ん
。
支
柱
の
竹
を
結
ぶ
の
も
、
木
の
枝
か
ら
竹
を

つ
る
す
の
も
自
家
製
の
縄
で
あ
る
（
写
真
３
）。
次
は
秋
の
干
し
柿
。
こ
れ
は
福

井
の
農
村
暮
ら
し
で
覚
え
た
も
の
だ
（
写
真
４
）。
じ
つ
は
こ
の
と
き
入
手
し
た

柿
の
ヘ
タ
が
短
く
、
縄
に
直
接
か
け
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
そ
ん
な
苦
境
を

救
っ
て
く
れ
た
の
が
、
地
球
研
の
縄
な
い
仲
間
の
知
恵
で
あ
っ
た
。
竹
串
を
柿
に

と
お
し
、
二
本
の
縄
に
か
け
る
。
和
歌
山
県
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
方
法
ら
し
い
。

わ
た
し
の
縄
熱
、
竹
熱
は
、
周
囲
の
知
れ
渡
る
と
こ
ろ
と
な
り
、
あ
る
日
ふ

日常生活のなかで見かける機会も少なくなった稲
いね

藁
わら

と竹。現在ではあまり使われなくなっ
たが、これらの資源の価値はまだまだある。福井で習得した創意工夫の知恵を活かした、
大人から子どもまで楽しく実践可能な資源活用術を紹介する。

た
つ
の
リ
ク
エ
ス
ト
が
舞
い
込
ん
で
き
た
。

縄
と
竹
が
広
げ
る
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク

ひ
と
つ
め
は
竹
馬
で
あ
る
。
子
ど
も
の
た
め
に
竹
馬
を
作
っ
て
ほ
し
い
と
の
こ

と
で
あ
っ
た
。
さ
す
が
に
竹
馬
を
作
る
の
は
初
め
て
で
あ
っ
た
が
、
試
行
錯
誤
の

末
、
竹
馬
は
や
っ
と
で
き
あ
が
っ
た
。
竹
馬
に
乗
る
桜よ
う

子こ

ち
ゃ
ん
の
満
面
の
笑
顔
。

竹
馬
は
今
で
も
壊
れ
ず
に
い
る
だ
ろ
う
か
と
、
と
き
ど
き
思
い
返
し
て
い
る
。

ふ
た
つ
め
は
バ
ウ
ム
・
ク
ー
ヘ
ン
。
某
研
究
員
の
誕
生
日
祝
い
に
焼
い
て
み
た

い
と
の
こ
と
。
バ
ウ
ム
・
ク
ー
ヘ
ン
作
り
も
初
め
て
の
体
験
で
あ
っ
た
が
、
知
恵

を
出
し
合
い
、
三
時
間
に
わ
た
る
格
闘
の
末
に
な
ん
と
か
焼
き
上
げ
る
こ
と
が

で
き
た（
写
真
２
）。
ち
な
み
に
こ
の
と
き
使
っ
た
U
字
溝
は
、先
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ

プ
で
、縄
を
柔
ら
か
く
す
る
た
め
の「
た
た
き
台
」と
し
て
使
用
し
た
も
の
だ
っ
た
。

使
い
尽
く
す
楽
し
さ

縄
と
竹
へ
の
情
熱
も
冷
め
か
け
た
こ
ろ
、
京
都
に
雪
が
降
っ
た
。
屋
根
に
つ
も

る
く
ら
い
の
ま
と
ま
っ
た
量
だ
っ
た
。
こ
の
と
き
、
突
然
思
い
出
し
た
の
が
福
井

の
老
人
か
ら
教
え
て
も
ら
っ
た
こ
と
だ
。「
屋
根
雪
を
降
ろ
す
余
裕
が
な
い
と
き

は
、
竹
で
軒
先
の
雪
だ
け
落
と
し
て
お
く
と
端
口
（
屋
根
の
先
端
）
が
折
れ
ん
で

す
む
」。
地
球
研
の
建
物
は
少
々
の
雪
で
は
ビ
ク
と
も
し
な
い
の
は
当
然
で
あ
る
。

し
か
し
屋
根
の
雪
が
「
ド
ス
ッ
、
ド
ス
ッ
」
と
落
ち
て
く
る
の
は
多
少
耳
障
り
だ
。

老
人
の
教
え
を
実
践
し
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
（
写
真
５
）。

さ
あ
こ
れ
で
縄
と
竹
を
存
分
に
満
喫
し
た
と
思
っ
て
い
た
の
だ
が
、
最
後
に

浮
か
ん
で
き
た
の
が
青
竹
踏
み
。
竹
を
五
〇
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
の
長
さ
に

切
っ
て
、
希
望
者
に
配
っ
た
。
資
源
を
余
す
と
こ
ろ
な
く
使
っ
た
満
足
感
と
と
も

に
、
わ
た
し
の
縄
と
竹
の
物
語
は
や
っ
と
収
束
を
迎
え
た
の
で
あ
る
。

縄
な
い
と
竹
で
養
っ
た
資
源
利
用
の
実
践
感
覚
。
こ
れ
か
ら
の
フ
ィ
ー
ル
ド

調
査
に
役
立
つ
こ
と
を
願
う
ば
か
り
で
あ
る
。

日本

１

3

45 2

竹
馬
完
成（
左
が
筆
者
）
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開
館
40
周
年
記
念
特
別
展

「
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
」

1
9
6
8
年
か
ら
1
9
6
9
年
に
か
け
て﹁
日
本
万

国
博
覧
会
世
界
民
族
資
料
調
査
収
集
団
﹂が
世
界

の
諸
民
族
の
仮
面
、
彫
像
、
生
活
用
具
を
収
集
し

ま
し
た
。
収
集
活
動
に
か
か
わ
る
書
簡
や
写
真
と

あ
わ
せ
て
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
の
生
い
立
ち
を
紹
介
し

ま
す
。
こ
れ
ら
の
資
料
は
、
70
年
大
阪
万
博
で
太

陽
の
塔︵
テ
ー
マ
館
︶の
地
下
に
展
示
さ
れ
、
現
在
、

み
ん
ぱ
く
の
貴
重
な
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
と
な
っ
て
い

ま
す
。

会
期　

5
月
29
日︵
火
︶ま
で

会
場　

特
別
展
示
館

た
日
々
の
暮
ら
し
や
物
語
、
キ
ル
ト
が
結
ぶ
世
界

と
の
交
流
を
た
ど
り
ま
す
。

会
期　

6
月
21
日︵
木
︶～ 

9
月
18
日︵
火
︶

会
場　

本
館
企
画
展
示
場

み
ん
ぱ
く
映
画
会
・
第
41
回
ワ
ー
ル
ド
シ
ネ
マ

「
少
女
は
自
転
車
に
の
っ
て
」

明
朗
活
発
な
10
歳
の
少
女
ワ
ジ
ダ
の
日
常
生
活
や

願
い
を
と
お
し
て
、
サ
ウ
ジ
ア
ラ
ビ
ア
に
お
け
る

女
性
の
状
況
に
つ
い
て
考
え
ま
す
。

日
時　

6
月
9
日︵
土
︶13
時
30
分
～
16
時︵
13
時

開
場
︶

会
場　

本
館
講
堂︵
定
員
4
5
0
名
︶

※
申
込
不
要
、
要
展
示
観
覧
券

※
入
場
整
理
券
を
当
日
11
時
か
ら
本
館
2
階
講
堂

前
に
て
配
布

音
楽
の
祭
日
2
0
1
8  

in 

み
ん
ぱ
く

1
9
8
2
年
に
フ
ラ
ン
ス
で
、
夏
至
の
日
に
み
ん

な
で
音
楽
を
楽
し
む﹁
音
楽
の
祭
典
﹂が
は
じ
ま
り

ま
し
た
。
み
ん
ぱ
く
で
も
、
世
界
の
さ
ま
ざ
ま
な

楽
器
を
使
っ
て﹁
音
楽
の
祭
日
﹂を
祝
い
ま
す
。

日
時　

6
月
17
日︵
日
︶10
時
30
分
～
16
時
30
分

︵
10
時
開
場
︶※
予
定

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル
等

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
展
示
を
ご
覧
に
な
る

方
は
、
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
。︶

お
問
い
合
わ
せ
先

企
画
課　
﹁
音
楽
の
祭
日
﹂
担
当

0
6
・
6
8
7
8
・
8
2
1
0

︵
土
日
祝
を
除
く
9
時
～
16
時
︶

み
ん
ぱ
く
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
パ
ー
ト
ナ
ー
ズ（
M
M
P
）

ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ「
あ
そ
び
の
広
場
2
0
1
8

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
で
み
ん
ぱ
く
展
示
を
知
ろ
う
！
」

パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
昔
話
公
演
や
試
着
体
験
、
あ
そ

び
の
コ
ー
ナ
ー
な
ど
で
、
M
M
P
と
一
緒
に
楽
し
い

1
日
を
過
ご
し
ま
せ
ん
か
？

日
時　

5
月
5
日︵
土
・
祝
︶10
時
～
16
時

※
パ
ネ
ル
シ
ア
タ
ー
昔
話
公
演
は
①
12
時
～

　

②
13
時
～
③
14
時
～
の
各
回
20
分

会
場　

本
館
エ
ン
ト
ラ
ン
ス
ホ
ー
ル

E
E
M
フ
ォ
ー
ラ
ム

「
未
来
へ
集
ま
る
、未
来
へ
送
る
」

自
分
の
こ
こ
ろ
に
浮
か
ん
だ
仮
面
を
描
い
て
、
み

ん
な
で
21
世
紀
の﹁
仮
面
展
示
﹂を
完
成
さ
せ
ま

し
ょ
う
。
仮
面
に
万
博
の
思
い
出
や
未
来
へ
の
メ
ッ

セ
ー
ジ
を
書
き
込
ん
で
い
た
だ
け
ま
す
。

日
時　

特
別
展
会
期
中

会
場　

特
別
展
示
館
2
階
特
設
コ
ー
ナ
ー

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
要
展
示
観
覧
券
︶

■
関
連
イ
ベ
ン
ト

ギ
ャ
ラ
リ
ー
ト
ー
ク

会
場 

特
別
展
示
館

日
時　

5
月
5
日︵
土
・
祝
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師　

鈴
木
紀︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時　

5
月
12
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師　

三
島
禎
子︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時　

5
月
19
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師　

新
免
光
比
呂︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時　

5
月
26
日︵
土
︶11
時
～
11
時
30
分

講
師　

南
真
木
人︵
本
館 
准
教
授
︶

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
要
展
示
観
覧
券
︶

企
画
展

「
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ・
キ
ル
ト
を
訪
ね
て

―
そ
こ

に
暮
ら
し
、そ
し
て
世
界
に
生
き
る
人
び
と
」

無
地
の
服
を
着
て
馬
車
を
駆
る
北
米
の
キ
リ
ス
ト

教
再
洗
礼
派
ア
ー
ミ
ッ
シ
ュ
が
布
の
端
切
れ
を
生

か
し
て
つ
く
る
キ
ル
ト
は
、
そ
の
鮮
や
か
な
色
合

い
や
細
や
か
な
ス
テ
ッ
チ
で
人
び
と
を
惹
き
つ
け

て
い
ま
す
。
2
0
1
1
年
よ
り
収
集
し
て
き
た
み

ん
ぱ
く
コ

レ
ク
シ
ョ

ン
を
素

材
と
し

て
、
キ
ル

ト
に
織

り
こ
ま
れ

国立民族学博物館友の会　電話  06-6877-8893（9時～17時、土日祝を除く）　FAX 06-6878-3716
https://www.senri-f.or.jp/minpaku_associates/      E-mail minpakutomo@senri-f.or.jp 友の会

対
象　

大
人
か
ら
子
供
ま
で

　
　
　
︵
未
就
学
児
保
護
者
同
伴
︶

※
申
込
不
要
、
参
加
無
料

●
国
際
博
物
館
の
日
記
念
事
業

国
際
博
物
館
の
日
を
記
念
し
て
、
5
月
20
日

︵
日
︶に
ご
来
館
い
た
だ
い
た
方
か
ら
先
着

1
0
0
名
様
に
み
ん
ぱ
く
オ
リ
ジ
ナ
ル
メ
モ

帳
を
プ
レ
ゼ
ン
ト
い
た
し
ま
す
。

●
み
ん
ぱ
く
無
料
シ
ャ
ト
ル
バ
ス
の
ご
案
内

大
阪
モ
ノ
レ
ー
ル﹁
万
博
記
念
公
園
駅
﹂と
み
ん
ぱ

く
の
間
の
直
通
送
迎
バ
ス
を
特
別
展﹁
太
陽
の
塔

か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博
収
集
資
料
﹂の

会
期
中
に
運
行
し
ま
す
。

運
行
日 

5
月
29
日︵
火
︶ま
で
の
土
曜
・
日
曜
・
祝
日

 

1
日
11
往
復
、
所
要
時
間
10
分
、
無
料

運
休
日 

平
日
、
4
月
21
日︵
土
︶、
22
日︵
日
︶、

 

28
日︵
土
︶、
29
日︵
日
・
祝
︶、

 

30
日︵
月
・
振
休
︶

※
万
博
記
念
公
園
で
イ
ベ
ン
ト
が
開
催
さ
れ
る
場

合
は
臨
時
に
運
休
す
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
詳

細
は
本
館
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

大阪モノレール
万博記念公園駅発

時 国立民族学博物館
→万博記念公園駅

10  　　　　　　50

11  　　20

12  　　　 30

13  00　　 30

14  　 10　　 40

15  　 10　　 40

16  　　　 30

17  00

時 万博記念公園駅
→国立民族学博物館

10  06  　　36

11  06  　　36

12     　　　　46

13   　16  　　46

14    　　26 　　56

15  　　  26 　　56

16

17  

国立民族学博物館発

エチオピア北部の都市ゴンダールのストリート。
そこは喜怒哀楽が交錯する奥深い空間である。
本書は、現代アフリカ
の都市のストリートに
息づく人々の夢や希
望、生きざまを、著者
と彼ら／彼女たちとの
交流を軸に、様々な
語り口で描きだす。

先史時代から、海を生活の舞台とした集団＝海民。
かれらは、現代に到るまで広大な海の上にネットワー
クを形成し、移動、交流
を続けてきた。しかし、そ
の全体像は、その広大さ
もあって、判然とはして
いない。本書は、彼ら「海
民」の移動と交流の実像を、
考古学と人類学の立場か
ら明らかにする。

東南アジアの人々が文化に関わる多様な価値観とど
のように向き合っているのか、そうした文化の中で自ら
をどのように位置づけてい
くのか、という問題を人類
学・地域研究の立場から
考察した論文集。東南ア
ジア文化の現状、興味深
い現象を多彩な執筆者が
読みやすく紹介している。

刊行物紹介

■川瀬 慈 著
『ストリートの精霊たち』
世界思想社　1,900円（税別）

■小野 林太郎、長津 一史、印東 道子 編
『海民の移動誌
―西太平洋のネットワーク社会』
昭和堂　4,000円（税別）

■福岡 まどか、福岡 正太 編著
『東南アジアのポピュラーカルチャー 
―アイデンティティ・国家・グローバル化』
スタイルノート　4,000円（税別）

友
の
会
講
演
会

会
員
無
料
︵
会
員
証
提
示
︶、
一
般
5
0
0
円

第
4
7
8
回
友
の
会
講
演
会

カ
フ
ィ
ル
・
カ
ラ
遺
跡
と
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー
教

―
発
掘
調
査
で
出
土
し
た
木
彫
り
板
絵
か
ら
読
み
解
く

講
師　

寺
村
裕
史︵
本
館 

准
教
授
︶

日
時　

6
月
2
日︵
土
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室︵
当
日
先
着
順
・
定
員
96
名
︶

カ
フ
ィ
ル
・
カ
ラ
遺
跡
は
、
中
央
ア
ジ
ア
の
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
都
市

サ
マ
ル
カ
ン
ド︵
ウ
ズ
ベ
キ
ス
タ
ン
共
和
国
︶か
ら
南
東
方
向
に
30

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
ほ
ど
離
れ
た
場
所
に
立
地
し
て
い
ま
す
。
遺
跡
か

ら
発
掘
さ
れ
た
木
彫
り
板
絵
に
は
、
獅
子
に
乗
っ
た
姿
の
女
神
ナ

ナ
、
捧
げ
も
の
や
燭
台
を
も
つ
人
、
琵
琶
・
竪
琴
・
角
笛
の
奏
者

な
ど
が
彫
り
込
ま
れ
て
い
ま
す
。
女
神
ナ
ナ
は
、
ゾ
ロ
ア
ス
タ
ー

教
の
中
心
的
な
神
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
て
お
り
、
本
講
演
で
は

板
絵
の
図
像
に
つ
い
て
遺
跡
の
性
格
と
絡
め
な
が
ら
紹
介
し
ま
す
。

※
講
演
会
終
了
後
、
3
次
元
レ
ー
ザ
ー
ス
キ
ャ
ナ
ー
を
使
っ
た
3
Ｄ
計

測
を
実
際
に
お
こ
な
い
ま
す︵
40
分
︶。

【
第
92
回
民
族
学
研
修
の
旅
関
連
】

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
祭
礼
の
読
み
解
き
方

講
師　

三
尾
稔︵
本
館 

教
授
︶

﹇
東
京
﹈  

第
1
2
3
回
東
京
講
演
会

日
時　

6
月
23
日︵
土
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

会
場　

モ
ン
ベ
ル
渋
谷
店
5
Ｆ
サ
ロ
ン

　
　
　
︵
申
込
先
着
順
・
定
員
60
名
︶

﹇
大
阪
﹈  

第
4
7
9
回
友
の
会
講
演
会

日
時　

7
月
7
日︵
土
︶13
時
30
分
～
14
時
40
分

会
場　

本
館
第
5
セ
ミ
ナ
ー
室︵
当
日
先
着
順
・
定
員
96
名
︶

第
92
回
民
族
学
研
修
の
旅

融
合
と
共
存
の
北
西
イ
ン
ド
を
ゆ
く

―
女
神
信
仰
と
イ
ン
ド
叙
事
詩
の
祭
礼
の
期
間
に
訪
ね
る

講
師　

三
尾
稔︵
本
館 

教
授
︶

日
程　

10
月
13
日︵
土
︶～
22
日︵
月
︶　
［
10
日
間
］

第
79
回
体
験
セ
ミ
ナ
ー

富
士
山

―
信
仰
の
世
界

講
師　

秋
道
智
彌︵
山
梨
県
立
富
士
山
世
界
遺
産
セ
ン
タ
ー
所
長
、

本
館 

名
誉
教
授
︶

日
程　

8
月
26
日︵
日
︶～
27
日︵
月
︶

日
時　

5
月
19
日︵
土
︶13
時
30
分

～
15
時︵
13
時
開
場
︶

会
場　

本
館
講
堂

定
員　

4
5
0
名︵
当
日
先
着
順
︶

参
加
費　

無
料︵
展
示
を
ご
覧
に
な

る
方
は
展
示
観
覧
券
が
必
要
で
す
︶

第
4
8
0
回

聖
都
エ
ル
サ
レ
ム

講
師　

菅
瀬
晶
子︵
本
館 

准
教
授
︶

一
神
教
共
通
の
聖
地
エ
ル
サ
レ
ム
。
な
ぜ
こ
の
街
が
聖
都
と
呼

ば
れ
、
な
ぜ
そ
の
帰
属
が
問
題
と
な
る
の
か
、
パ
レ
ス
チ
ナ
・

イ
ス
ラ
エ
ル
双
方
の
視
点
、
さ
ら
に
は
ア
メ
リ
カ
で
力
を
持
つ

キ
リ
ス
ト
教
右
派
の
視
点
を
比
較
し
つ
つ
、
お
話
し
し
ま
す
。

本
館
の
研
究
者
が
﹁
現
在
取
り
組
ん
で
い
る
研
究
﹂﹁
調
査
し
て
い
る

地
域
︵
国
︶
の
最
新
情
報
﹂﹁
み
ん
ぱ
く
の
展
示
資
料
﹂
に
つ
い
て
分

か
り
や
す
く
お
話
し
し
ま
す
。

5
月
6
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

専
門
家
が
専
門
外
に
手
を
伸
ば
す
と
き

―
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
か
ら
来
た
偶
像

話
者　

吉
岡
乾︵
本
館 

助
教
︶

5
月
13
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

1
9
6
0
年
代
の
ア
フ
リ
カ

話
者　

三
島
禎
子︵
本
館 

准
教
授
︶

5
月
20
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時
15
分　

本
館
ナ
ビ
ひ
ろ
ば

自
由
へ
の
渇
望
と
抑
圧

―
1
9
6
0
年
代
の
東
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

話
者　

新
免
光
比
呂︵
本
館 

准
教
授
︶

5
月
27
日︵
日
︶14
時
30
分
～
15
時　

本
館
第
3
セ
ミ
ナ
ー
室

失
わ
れ
つ
つ
あ
る
も
の
を
、か
き
集
め
た

―
日
本
資
料
の
紹
介

話
者　

卯
田
宗
平︵
本
館 

准
教
授
︶

※ 

申
込
不
要
、
参
加
無
料︵
要
展
示
観
覧
券
︶

　

た
だ
し
、
27︵
日
︶は
展
示
観
覧
券
不
要

※
全
て
特
別
展﹁
太
陽
の
塔
か
ら
み
ん
ぱ
く
へ

―
70
年
万
博

収
集
資
料
﹂に
関
連
し
た
内
容
で
開
催
し
ま
す
。

エルサレム旧市街の聖墳墓教会
キリスト教最重要の聖地

み
ん
ぱ
く
ウ
ィ
ー
ク
エ
ン
ド
・
サ
ロ
ン

研
究
者
と
話
そ
う

※
各
イ
ベ
ン
ト
に
つ
い
て
く
わ
し
く
は
み
ん
ぱ
く
ホ
ー

ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

※ 

電
話
で
の
お
問
い
合
わ
せ
の
受
付
時
間
は
、
9
時
〜

17
時（
土
日
祝
を
除
く
）で
す
。

み
ん
ぱ
く
ゼ
ミ
ナ
ー
ル

みんぱくホームページ　http://www.minpaku.ac.jp/ お問い合わせ（本館 広報係）
電話　06 - 6878 - 8560／ FAX　06 - 6875 - 0401みんぱくフェイスブック　https://www.facebook.com/MINPAKU.official

みんぱくツイッター　https://twitter.com/MINPAKUofficial

祖先像
（ニューヘブリデス諸島、現バヌアツ）
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変
化
す
る
。
最
下
部
の
白
い
部
分
は
石
製
の
お

も
り
で
、
浮
き
を
垂
直
に
す
る
た
め
の
工
夫
で

あ
る
。

こ
の
漁
具
は
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
サ
ン
ク
リ
ス
ト

バ
ル
島
周
辺
で
用
い
ら
れ
る
。
半
魚
人
以
外
に

も
、
魚
を
く
わ
え
る
鳥
や
二
尾
の
魚
の
デ
ザ
イ

ン
の
も
の
も
あ
る
。
ミ
ク
ロ
ネ
シ
ア
の
中
央
カ
ロ

リ
ン
諸
島
で
も
、
コ
コ
ヤ
シ
の
果
肉
を
餌
と
し
て

ゴ
ー
ジ
を
使
う
ト
ビ
ウ
オ
漁
が
お
こ
な
わ
れ
て
い

る
。
た
だ
し
、
浮
き
に
は
半
魚
人
や
海
鳥
、
魚

の
形
で
は
な
く
、
な
か
の
果
肉
を
く
り
ぬ
い
た
コ

コ
ヤ
シ
の
殻
が
用
い
ら
れ
る
。

♦
♦
♦
ト
ビ
ウ
オ
漁
の
謎
♦
♦
♦

な
ぜ
こ
う
し
た
半
魚
人
の
イ
メ
ー
ジ
が
生
ま

れ
た
の
だ
ろ
う
か
。
一
九
世
紀
に
英
国
の
人
類
学

者
で
あ
る
Ｒ
・
Ｈ
・
コ
ド
リ
ン
ト
ン
は
メ
ラ
ネ
シ

ア
の
調
査
を
も
と
に
『
メ
ラ
ネ
シ
ア
人

―
人

類
学
と
民
俗
の
研
究
』（
邦
訳
な
し
）
を
著
し
た
。

そ
の
な
か
に
、
前
述
の
漁
具
と
き
わ
め
て
似
た

図
が
掲
載
さ
れ
て
い
る（
上
図
）。
そ
れ
を
見
る
と
、

頭
部
は
魚
で
、
足
の
指
が
小
さ
な
魚
か
ら
な
っ

て
い
る
。
胴
体
と
四
肢
は
人
間
の
形
を
し
て
お

り
、
左
手
に
胸む
な

鰭び
れ
の
大
き
な
魚
を
も
っ
て
い
る
。

お
そ
ら
く
ト
ビ
ウ
オ
で
あ
ろ
う
。
ま
た
、
肘
は

多
く
の
小
魚
が
つ
な
が
っ
た
状
態
で
描
か
れ
て
お

り
、
口
吻
が
長
い
。
尻
に
は
魚
の
尾
鰭
が
つ
い
て

♦
♦
♦
半
魚
人
の
正
体
♦
♦
♦

右
端
の
資
料
の
頭
部
は
魚
で
、
胴
体
と
四
肢

は
人
間
の
形
を
し
て
い
る
。
手
に
は
魚
を
も
ち
、

尻
に
は
魚
の
尾お

鰭び
れ
が
あ
り
、
魚
の
口こ
う

吻ふ
ん
が
ペ
ニ
ス

に
突
き
刺
さ
っ
て
い
る
。
魚
と
人
間
の
両
方
の
属

性
を
も
つ
木
製
の
造
形
物
は
、
半
魚
人
と
い
っ
て

よ
い
が
、
い
っ
た
い
こ
れ
は
何
な
の
か
。

こ
た
え
は
魚
釣
り
の
道
具
で
、
と
り
わ
け
ト

ビ
ウ
オ
用
の
も
の
で
あ
る
。
ち
ょ
う
ど
尻
の
あ
た

り
に
見
え
る
茶
色
の
「
く
の
字
」
形
の
部
分
に

餌
と
な
る
ヤ
ド
カ
リ
の
肉
を
つ
け
る
。
ふ
つ
う
の

フ
ッ
ク
型
の
釣
り
ば
り
と
は
異
な
り
ゴ
ー
ジ
（
か

か
り
）
と
よ
ば
れ
る
。
餌
を
つ
け
て
海
面
に
こ
の

漁
具
を
流
す
と
、
半
魚
人
は
プ
カ
プ
カ
と
浮
く
。

ト
ビ
ウ
オ
が
餌
に
喰
い
つ
く
と
、
浮
き
の
動
き
が

お
り
、
背
中
に
は
背せ

鰭び
れ

状
の
細
か
い
突
起
が
あ
る
。

こ
の
図
は
サ
ン
ク
リ
ス
ト
バ
ル
島
の
現
地
住
民

が
描
い
た
も
の
で
あ
り
、
シ
ー
・
ゴ
ー
ス
ト
（
海

の
死
霊
）
を
あ
ら
わ
す
。
人
間
が
死
後
、
海
の
死

霊
と
な
っ
た
存
在
は
ア
ダ
ロ
と
よ
ば
れ
、
人
間
に

危
害
を
加
え
る
こ
と
が
あ
る
。
人
間
が
航
海
か

ら
戻
ら
な
か
っ
た
り
、
海
で
病
気
に
な
る
の
は
、

海
の
死
霊
が
放
っ
た
槍や
り

や
矢
に
刺
さ
れ
た
た
め

と
さ
れ
る
。
槍
は
口
吻
の
突
き
出
た
サ
ヨ
リ
を
、

矢
は
空
を
飛
ぶ
ト
ビ
ウ
オ
を
そ
れ
ぞ
れ
指
す
メ

タ
フ
ァ
ー
（
隠い
ん

喩ゆ

）
と
な
っ
て
い
る
。
人
び
と
は

海
の
死
霊
の
怒
り
を
鎮
め
る
た
め
、
ビ
ン
ロ
ウ
の

実
や
食
物
を
海
に
投
げ
入
れ
た
。

そ
れ
で
は
、
海
の
死
霊
を
あ
ら
わ
す
漁
具
で

ト
ビ
ウ
オ
を
獲
る
行
為
は
ど
う
説
明
で
き
る
だ

ろ
う
か
。
海
の
死
霊
の
使
う
武
器
が
ト
ビ
ウ
オ

で
あ
る
。
ト
ビ
ウ
オ
は
人
間
に
危
害
を
加
え
る

こ
と
が
あ
る
が
、
海
の
死
霊
と
は
親
密
な
関
係

に
あ
る
た
め
、
海
の
死
霊
を
見
つ
け
る
と
そ
ば
に

寄
っ
て
く
る
。

た
だ
し
、
海
鳥
や
魚
の
形
を
し
た
浮
き
に
わ

ざ
わ
ざ
ト
ビ
ウ
オ
が
喰
い
つ
く
こ
と
を
う
ま
く

説
明
で
き
な
い
。
ト
ビ
ウ
オ
は
死
霊
に
引
き
寄

せ
ら
れ
る
の
か
。
海
鳥
や
魚
の
浮
き
は
単
な
る

か
ざ
り
で
、
ト
ビ
ウ
オ
は
餌
に
喰
い
つ
く
だ
け
な

の
か
。
人
間
の
技
術
の
も
つ
意
味
は
不
可
解
で
、

そ
の
謎
は
深
ま
る
ば
か
り
だ
。

想像界の生物相

海の死霊とトビウオ漁 民博 名誉教授 秋
あき
道
みち

 智
とも
彌
や

資料名―釣具

標本番号― 右から H0124948、H0124949、H0124954

地域―ソロモン諸島

サイズ―右から 長さ 54cm 、50cm、54cm

半魚人の図（出典：R.H.Codrington（1891） The Melanesians : 
studies in their anthropology and folk-lore  p.259.）
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七
〇
〇
〇
の
言
語
が
話
さ
れ
て
い
る
と
い
わ

れ
て
お
り
、
部
分
訳
、
全
訳
を
含
め
、
そ
の

約
三
分
の
一
に
聖
書
に
関
す
る
な
ん
ら
か
の

訳
が
あ
る
。
こ
れ
は
一
九
三
四
年
に
設
立
さ

れ
た
S
I
L
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
が
、
聖

書
の
翻
訳
の
た
め
に
世
界
各
地
で
言
語
調
査

を
お
こ
な
い
、
識
字
活
動
を
続
け
て
い
る
か

ら
だ
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
ル
ソ
ン
島

ボ
ン
ト
ッ
ク
の
ギ
ナ
ア
ン
村
で
は
、
今
で
こ

そ
道
が
つ
な
が
り
携
帯
電
話
が
使
え
る
が
、

一
九
六
〇
年
代
に
は
徒
歩
で
な
け
れ
ば
到
達

で
き
ず
、
一
度
入
っ
て
し
ま
え
ば
外
界
と
は

連
絡
が
と
れ
な
か
っ
た
。
世
界
に
は
、
も
っ

と
ア
ク
セ
ス
が
悪
い
地
域
も
あ
っ
た
し
、
今

も
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ル
ズ
は
、
離
着
陸
場
を
整

備
し
て
小
型
飛
行
機
を
飛
ば
し
た
り
、
無
線

通
信
設
備
を
準
備
す
る
な
ど
物
理
的
な
面
を

請
け
負
い
、
S
I
L
の
奥
地
で
の
翻
訳
活
動

を
可
能
に
し
て
き
た
。
音
し
か
も
た
な
い
言

語
に
、
書
記
法
＝
文
字
を
導
入
す
る
活
動
を

サ
ポ
ー
ト
し
て
き
た
の
が
、
ジ
ャ
ー
ル
ズ
。

そ
う
考
え
る
と
、
こ
の
団
体
が
「
文
字
」
の

菊
き く

澤
さ わ

律
り つ

子
こ

民博 人類基礎理論研究部

文
字
の
博
物
館

「
文
字
の
博
物
館
」は
、ジ
ャ
ー
ル
ズ（JAARS

）

の
基
地
で
あ
る
、
ノ
ー
ス
カ
ロ
ラ
イ
ナ
の
ワ

ク
ソ
ー
に
あ
る
。
ジ
ャ
ー
ル
ズ
と
い
う
名
前

は
、「
ジ
ャ
ン
グ
ル
航
空
無
線
サ
ー
ビ
ス

Jungle Aviation and Radio Services

」
の

略
称
か
ら
き
て
い
る
。
世
界
で
は
現
在
、
約

れ
て
い
た
り
、
現
在
使
わ
れ
て
い
る
文
字
の

サ
ン
プ
ル
が
あ
っ
た
り
す
る
。

こ
の
博
物
館
は
一
九
九
一
年
に
設
立
さ
れ

た
そ
う
だ
が
、
装
置
展
示
一
点
を
の
ぞ
き
、

す
べ
て
が
ア
ナ
ロ
グ
で
あ
る
。
わ
た
し
の
お

気
に
入
り
は
、「
死
海
文
書
」
と
い
う
二
〇
世

紀
半
ば
に
発
見
さ
れ
た
ヘ
ブ
ラ
イ
語
で
書
か

れ
た
聖
書
と
関
連
写
本
群
の
年
代
推
測
展
示

だ
。
文
書
の
字
体
が
書
か
れ
た
パ
ー
ツ
を
、

文
字
の
変
遷
を
年
代
順
に
並
べ
た
板
の
上
で

ス
ラ
イ
ド
さ
せ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
、
単

純
な
装
置
だ
（
下
写
真
）。
来
館
者
は
こ
の
作

業
を
自
分
の
手
で
お
こ
な
う
こ
と
で
、
こ
の

文
書
が
い
つ
の
時
代
に
し
る
さ
れ
た
の
か
を
、

研
究
者
気
分
で
「
解
明
」
す
る
こ
と
が
で
き

る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
ジ
ャ
ー
ル
ズ
は

S
I
L
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
の
活
動
に
対

し
て
イ
ン
フ
ラ
面
で
の
サ
ポ
ー
ト
を
続
け
て

き
た
団
体
で
あ
る
。
そ
の
気
に
な
れ
ば
、
装

置
展
示
を
操
る
こ
と
も
で
き
た
で
あ
ろ
う
こ

と
を
思
え
ば
、
展
示
デ
ザ
イ
ン
策
定
の
経
緯

に
関
心
が
も
た
れ
る
が
、
残
念
な
が
ら
気
づ

い
た
の
は
帰
国
後
だ
っ
た
。

文
字
の
博
物
館
と
言
語
の
博
物
館

外
か
ら
見
る
と
小
さ
な
建
物
な
の
に
、
な

か
は
情
報
で
い
っ
ぱ
い
の
こ
の
博
物
館
、
じ

つ
は
、
他
の
博
物
館
へ
の
サ
ポ
ー
ト
ま
で
し

て
い
た
り
す
る
。
現
在
、
バ
ー
チ
ャ
ル
＆
訪

博
物
館
を
運
営
し
て
い
る
の
も
、
納
得
で
き
る
。

二
一
世
紀
の
ア
ナ
ロ
グ
博
物
館

現
在
、
世
界
で
使
わ
れ
て
い
る
文
字
に
は
、

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
系
、
漢
字
系
、
そ
の
他
が

あ
る
。
日
本
語
の
カ
ナ
は
、
漢
字
の
系
統
の

末ま
つ

裔え
い

だ
。
ま
た
、
楔
く
さ
び

形
文
字
、
ヒ
エ
ロ
グ
リ

フ
な
ど
、
消
滅
し
て
し
ま
っ
た
文
字
も
あ
る
。

文
字
の
博
物
館
に
は
、
こ
れ
ら
の
さ
ま
ざ
ま

な
文
字
の
歴
史
が
わ
か
り
や
す
く
展
示
さ
れ

て
い
る
。
例
え
ば
、
人
が
文
字
を
刻
ん
で
い

る
光
景
の
再
現
で
は
、
文
字
の
形
と
ツ
ー
ル

の
あ
い
だ
に
と
て
も
強
い
関
係
が
あ
る
こ
と

が
説
明
を
読
ま
ず
と
も
見
て
と
れ
、
お
も
し

ろ
い
。
さ
ら
に
、
文
字
の
発
達
過
程
が
示
さ

言
語
学
者
を
育
て
て
世
界
各
地
に
送
り
込
み
、書
記
法
の
導
入
と
識
字
教
育
に
貢
献

し
て
き
た
Sエ
ス・ア
イ・エ
ル

I
L
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
。
そ
の
活
動
実
績
に
基
づ
き
、
関
連
団
体

で
あ
る
ジ
ャ
ー
ル
ズ
と
ウ
ィ
ク
リ
フ
は
、そ
れ
ぞ
れ
、文
字
の
博
物
館
、言
語
の
博
物

館
を
も
つ
。
こ
こ
で
は
、前
者
に
つ
い
て
背
景
も
合
わ
せ
て
紹
介
す
る
。

文字の博物館

問
博
物
館
を
展
開
す
る
ア
メ
リ
カ
の
「
国
立

言
語
博
物
館
」
は
、
二
〇
〇
八
年
か
ら
六
年
間
、

小
さ
な
展
示
ギ
ャ
ラ
リ
ー
を
も
っ
て
い
た
が
、

そ
の
な
か
に
は
、
文
字
の
博
物
館
か
ら
借
り

た
と
い
う
「
文
字
の
系
統
樹
」
が
あ
っ
た
。

文
字
や
言
語
は
、
ア
ナ
ロ
グ
か
装
置
か
を
問

わ
ず
、
基
本
的
に
は
情
報
の
展
示
な
の
で
、

博
物
館
ど
う
し
相
互
に
協
力
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
文
字
の
博
物
館
、

あ
ら
ゆ
る
面
で
最
先
端
を
行
っ
て
い
る
と
は

い
え
ま
い
か
？

文
字
は
言
語
を
書
き
し
る
す
手
段
で
あ
り
、

言
語
が
な
い
と
こ
ろ
に
文
字
は
存
在
し
な
い
。

そ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
み
る
と
、
同
じ
く

S
I
L
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
関
連
の
ウ
ィ

ク
リ
フ
聖
書
翻
訳
協
会
が
運
営
す
る
「
デ
ィ

ス
カ
バ
リ
ー
セ
ン
タ
ー
」（
フ
ロ
リ
ダ
州
オ
ー
ラ

ン
ド
）
は
、「
言
語
」
の
部
分
を
展
示
し
て
お
り
、

文
字
の
博
物
館
の
姉
妹
博
物
館
と
も
い
え
る
。

こ
こ
に
は
、
ジ
ャ
ー
ル
ズ
の
サ
ポ
ー
ト
で
文

字
が
導
入
さ
れ
る
前
後
の
言
語
の
世
界
、
文

化
や
社
会
の
あ
り
方
、
ま
た
言
語
調
査
の
方

法
な
ど
が
、
し
っ
か
り
展
示
さ
れ
て
い
る
。

わ
た
し
と
し
て
は
、
こ
れ
ら
ふ
た
つ
の
博
物

館
、「
文
字
の
博
物
館
」
と
「
言
語
の
博
物
館
」

を
隣
合
わ
せ
で
一
緒
に
見
る
こ
と
が
で
き
れ

ば
ど
ん
な
に
贅ぜ
い

沢た
く

か
と
思
う
の
だ
が
…
…
。

い
や
、
知
を
え
た
け
れ
ば
、
旅
を
せ
よ
、
と

い
う
こ
と
か
。

Museum of the Alphabet／アメリカ

博物館外観（写真はすべてArthur Lightbody氏提供）

あなたも古文書学者になれる？　死海文書の年代分析のシミュレーション展示。隣にあるのは、文書が発見された洞窟の再現展示

手作り感いっぱいの博物館には、漢字がどのように日本語の文字に変化した
のかに関する展示も
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バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
・
ア
ー
ト
映
画

二
〇
一
五
年
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ・
ナ
シ
ョ
ナ
ル
・
フ
ィ
ル
ム
・

ア
ワ
ー
ド
に
選
ば
れ
た
「
オ
ニ
ル
・
バ
グ
チ
の
一
日
」
は
、
バ

ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
を
代
表
す
る
現
代
小
説
家
フ
マ
ユ
ン
・
ア
フ

メ
ッ
ド
（
一
九
四
八
ー
二
〇
一
二
）
の
同
名
小
説
を
、
こ
ち
ら
も

現
在
の
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
映
画
を
牽
引
す
る
モ
ル
シ
ェ
ド
ゥ

ル
・
イ
ス
ラ
ム
監
督
（
一
九
五
七
ー
）
が
映
画
化
し
た
作
品
で

あ
る
。
フ
マ
ユ
ン
は
小
説
家
と
し
て
も
、
ま
た
映
画
監
督
と
し

て
も
、
階
層
を
超
え
広
く
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
人
び
と
に
愛
さ

れ
て
き
た
。
そ
の
ス
ト
ー
リ
ー
は
、
ベ
ン
ガ
ル
民
族
の
豊
か
な

情
緒
と
温
か
く

ユ
ー
モ
ア
に
満
ち

た
人
柄
が
、
世
の

中
の
雑
多
な
矛
盾

を
優
し
く
包
み
込

む
も
の
が
多
く
、

過
度
な
イ
デ
オ
ロ

ギ
ー
を
は
す
か
い

に
見
な
が
ら
弱
い

者
に
光
を
当
て
る
。

モ
ル
シ
ェ
ド
ゥ
ル

監
督
は
そ
ん
な
フ

マ
ユ
ン
小
説
を
、

翼
と
し
て
の
道
を
歩
ん
だ
が
、
そ
の
な
か
に
は
英
領
時
代
以
前

か
ら
暮
ら
す
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
も
多
く
い
た
。
し
か
し
、
一
九

七
一
年
の
独
立
戦
争
下
、
パ
キ
ス
タ
ン
軍
が
ベ
ン
ガ
ル
・
ム
ス

リ
ム
よ
り
先
に
排
除
し
よ
う
と
し
た
の
が
ベ
ン
ガ
ル
・
ヒ
ン

ド
ゥ
ー
教
徒
で
あ
っ
た
。
情
勢
が
悪
く
な
る
に
つ
れ
、
多
く
の

ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
が
土
地
を
捨
て
イ
ン
ド
側
へ
の
避
難
を
余
儀

な
く
さ
れ
た
。
独
立
戦
争
を
語
る
小
説
や
映
画
の
な
か
に
は
、

そ
う
し
た
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
と
の
別
れ
を
描
い
た
作
品
が
少
な

く
な
い
。

興
味
深
い
の
は
、
オ
ニ
ル
に
対
す
る
周
り
の
ム
ス
リ
ム
の
人

び
と
の
描
か
れ
方
で
あ
る
。
下
宿
先
の
大
家
も
勤
め
先
の
上
司

も
、
オ
ニ
ル
を
か
く
ま
う
こ
と
で
自
分
に
降
り
か
か
る
リ
ス
ク

を
感
じ
な
が
ら
も
、
な
ん
と
か
オ
ニ
ル
を
守
ろ
う
と
す
る
。
そ

れ
は
故
郷
へ
向
か
う
バ
ス
で
乗
り
合
わ
せ
た
ア
ユ
ブ
も
同
様
だ
。

が
さ
つ
な
ほ
ど
に
馴
れ
馴
れ
し
い
ア
ユ
ブ
は
、
オ
ニ
ル
の
名
前

を
聞
い
た
途
端
に
危
険
を
察
知
し
、
見
ず
知
ら
ず
の
彼
に
自
分

の
義ぎ

甥せ
い
の
名
前
（
ム

ス
リ
ム
名
）
を
名
乗

る
よ
う
勧
め
、
パ
キ

ス
タ
ン
兵
か
ら
オ
ニ

ル
を
救
お
う
と
努
め

る
。
こ
の
オ
ニ
ル
に

対
す
る
ア
ユ
ブ
の
心

性
こ
そ
が
、
現
代
の

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の

ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

を
示
し
て
い
る
。

シ
ン
プ
ル
に
、
そ
し
て
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
豊
か
な
自
然
を
最

大
限
に
生
か
し
た
生
粋
の
ア
ー
ト
映
画
に
仕
上
げ
て
い
く
。

主
人
公
オ
ニ
ル
・
バ
グ
チ
の
そ
の
名
前

本
作
品
は
主
人
公
オ
ニ
ル
・
バ
グ
チ
の
一
日
が
ス
ト
ー
リ
ー

の
軸
と
な
っ
て
い
る
。
二
六
歳
の
青
年
オ
ニ
ル
は
幼
い
こ
ろ
か

ら
気
が
弱
く
、
田
舎
か
ら
首
都
ダ
ッ
カ
に
出
て
き
て
下
宿
生
活

を
し
な
が
ら
保
険
会
社
で
働
い
て
い
る
。
故
郷
に
は
教
師
の
父

と
姉
が
暮
ら
す
。
厳
格
で
ま
っ
す
ぐ
な
父
は
、
正
し
い
こ
と
に

誠
実
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
自
然
の
偉
大
さ
は
人
間
に
勝
り
、

そ
の
美
し
さ
は
ど
ん
な
に
優
れ
た
芸
術
家
に
も
再
現
で
き
な
い

と
説
い
て
い
た
。

あ
る
日
、
ダ
ッ
カ
で
暮
ら
す
オ
ニ
ル
の
も
と
に
、
父
が
パ
キ

ス
タ
ン
兵
に
殺
害
さ
れ
た
と
い
う
知
ら
せ
が
届
く
。
一
人
残
さ

れ
た
姉
オ
ト
シ
を
思
い
、
オ
ニ
ル
は
帰
郷
を
決
意
す
る
。
映
画

が
描
く
一
日
は
一
九
七
一
年
、
つ
ま
り
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
の
独

立
戦
争
下
の
一
日
で
あ
る
。
パ
キ
ス
タ
ン
兵
か
ら
名
前
を
聞
か

れ
て
「
オ
ニ
ル
・
バ
グ
チ
で
す
」
と
名
乗
る
こ
と
さ
え
危
険
が

と
も
な
う
情
勢
で
あ
っ
た
。
そ
の
名
前
が
ヒ
ン
ド
ゥ
ー
教
徒
で

あ
る
こ
と
を
明
示
す
る
か
ら
だ
。

一
九
四
七
年
の
印
パ
分
離
独
立
の
際
、
ベ
ン
ガ
ル
東
部
の
人

び
と
は
同
じ
ベ
ン
ガ
ル
民
族
が
暮
ら
す
イ
ン
ド
西
ベ
ン
ガ
ル
州

と
は
袂た
も
とを
分
か
ち
、
イ
ス
ラ
ー
ム
を
旗
印
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
東

映
画
は
自
然
に
忠
実
で
あ
れ

本
映
画
制
作
中

の
二
〇
一
四
年
、
わ

た
し
は
バ
ン
グ
ラ
デ

シ
ュ
に
滞
在
し
て
お

り
、
幸
い
に
も
撮
影

に
同
行
す
る
機
会
を

得
た
。
本
映
画
の
製

作
費
は
約
一
五
万
米

ド
ル
と
低
コ
ス
ト

だ
っ
た
が
、
そ
の
背

景
に
は
ロ
ー
カ
ル
な

素
材
が
最
大
限
に
活

用
さ
れ
て
い
る
こ
と

が
あ
る
。
四
三
年
前
の
状
況
を
再
現
す
る
た
め
、
地
方
に
行
け

ば
今
も
走
っ
て
い
る
お
ん
ぼ
ろ
バ
ス
を
探
し
出
し
て
き
た
。
ま

た
、
パ
キ
ス
タ
ン
兵
が
も
つ
銃
の
レ
プ
リ
カ
製
作
費
を
節
約
す

る
た
め
、
本
物
の
銃
を
所
持
で
き
る
本
物
の
警
察
に
演
じ
て
も

ら
っ
た
。
そ
し
て
何
よ
り
自
然
は
紛
れ
も
な
い
本
物
で
あ
る
。

雨
が
降
れ
ば
雨
の
シ
ー
ン
を
撮
り
、
日
が
沈
む
の
を
待
つ
。
映

画
は
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
農
村
風
景
の
美
し
さ
、
人
び
と
が
誇

り
と
し
心
の
拠
り
所
と
す
る
「
黄
金
の
ベ
ン
ガ
ル
（
シ
ョ
ナ
ル
・

バ
ン
グ
ラ
）」
に
忠
実
で
あ
る
。

映
画
の
な
か
で
オ
ニ
ル
の
父
親
が
発
す
る
メ
ッ
セ
ー
ジ
と
、

映
画
そ
の
も
の
が
映
し
出
す
自
然
の
美
し
さ
が
重
な
り
合
っ
て
、

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
人
び
と
に
共
感
と
感
動
を
も
た
ら
す
。「
オ

ニ
ル
・
バ
グ
チ
の
一
日
」
は
、
ま
さ
に
バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
人
び

と
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
知
る
う
え
で
大
切
な
映
画
で
あ
る
。

ア
ー
ト
映
画
が
描
き
出
す

バ
ン
グ
ラ
デ
シ
ュ
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ

南み
な
み

出で 

和か
ず

余よ

桃
山
学
院
大
学
准
教
授

M
「オニル・バグチの一日」

原題：  

2015年／バングラデシュ／ベンガル語／120分
監督：モルシェドゥル・イスラム
出演：アレフ・サイード、ジュティカ・ジュティ、ガジ・ラカエットほか
日本での公開なし

映画最後のシーンの撮影風景。
霧の降りる夜更けをシーンに生かす

映画の舞台となったおんぼろバス。今も地方の町を走っている

オニルのクライマックスシーンの撮影風景
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ながなんぢゃ

ニホン語かニッポン語かジャパン語かジャパニーズ語か

What’s in a name?

世
界
で
は
今
、
大
小
合
わ
せ
て
数
千
も
の
言
語
が
話
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
原
稿
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、「
日

本
語
」
だ
。
日
本
の
義
務
教
育
で
学
ぶ
異
言
語
は
「
英
語
」
だ

け
…
…
で
は
な
く
、
古
典
の
授
業
で
習
っ
た
『
万
葉
集
』
な
ど

の
「
上
代
日
本
語
」、『
土
佐
日
記
』
な
ど
の
「
中
古
日
本
語
」、『
徒

然
草
』
な
ど
の
「
中
世
日
本
語
」
な
ん
か
も
あ
る
。
漢
文
の
授

業
で
扱
っ
た
の
は
、「
中
期
中
国
語
」
と
で
も
よ
べ
る
言
語
で
あ
っ

た
。
国
名
が
付
い
て
い
る
言
語
名
も
多
く
、「
ド
イ
ツ
語
」「
フ

ラ
ン
ス
語
」
な
ん
て
の
は
大
学
で
学
ん
だ
人
も
多
い
こ
と
か
と

思
う
。
一
方
で
「
ア
ラ
ビ
ア
語
」「
ア
イ
ヌ
語
」
な
ど
を
考
え
る
と
、

言
語
名
に
用
い
ら
れ
る
の
が
国
名
だ
け
で
は
な
い
の
だ
と
い
う

こ
と
も
、
す
ぐ
に
わ
か
る
。

二
〇
一
五
年
四
月
二
二
日
に
日
本
で
は
、
グ
ル
ジ
ア
と
よ
ん
で

い
た
国
の
名
前
を
ジ
ョ
ー
ジ
ア
と
言
い
換
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
グ
ル
ジ
ア
」
は
ロ
シ
ア
語
、「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
」
は
英
語
由
来
の

名
称
で
あ
り
、
ジ
ョ
ー
ジ
ア
か
ら
の
要
請
を
受
け
て
ポ
リ
テ
ィ

カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
ネ
ス
の
た
め
に
換
え
た
と
い
う
の
だ
が
、
何

故
ロ
シ
ア
語
は
不
適
切
で
英
語
が
適
切
だ
と
い
う
の
か
が
不
明

瞭
だ
と
個
人
的
に
は
思
え
た
。
公
用
語
の
グ
ル
ジ
ア
語
で
の
自

称
国
名
は
「
サ
カ
ル
ト
ヴ
ェ
ロ
（"

"
）」
な
の
に
、

何
故
英
語
を
優
先
し
た
の
だ
ろ
う
か
。
と
も
あ
れ
、
国
名
は
変

わ
っ
た
が
、「
グ
ル
ジ
ア
語
」
と
い
う
言
語
の
和
名
は
依
然
と
し

て
使
わ
れ
続
け
て
い
る
場
面
が
多
く
思
え
る
。
同
じ
概
念
を
指

す
以
上
、
定
着
し
て
い
る
用
語
を
守
る
と
い
う
の
は
、
通
時
的

に
一
貫
し
て
物
事
を
考
え
て
い
く
う
え
で
大
切
な
工
夫
だ
ろ
う
。

定
着
と
い
う
こ
と
で
い
え
ば
、
筆
者
の
研
究
し
て
い
る
言
語

の「
ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
」と
い
う
名
称
も
だ
。
本
当
な
ら
ば「
ブ

ル
シ
ャ
ス
キ
」
と
語
末
を
短
く
発
音
す
る
の
が
自
称
な
の
だ
が
、

英
語
な
ど
で "Burushaski"

と
綴つ
づ

ら
れ
る
と
長
短
が
区
別
で
き

ず
、
周
辺
に
「
ヒ
ン
デ
ィ
ー
語
（"H

indi"

）」「
パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー

語
（"Panjabi"

）」
な
ど
と
、" -i " 

で
綴
ら
れ
て
「
イ
ー
」
音
で

終
わ
る
自
称
の
大
言
語
が
あ
っ
た
所せ

為い

で
あ
ろ
う
か
、
予か
ね

て
よ

り
和
名
が
「
ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
」
と
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
た
。

「
パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー
語
」
は
「
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
語
」
と
も
よ
ば

れ
る
。「
パ
ン
ジ
ャ
ー
ビ
ー
」
が
「
パ
ン
ジ
ャ
ー
ブ
の
」
と
い
う

意
味
だ
か
ら
で
あ
る
。「
ヒ
ン
デ
ィ
ー
」も
語
源
的
に「
ヒ
ン
ド（
＝

シ
ン
ド
＝
イ
ン
ド
＝
イ
ン
ダ
ス
）
の
」
と
い
う
意
味
だ
が
、「
ヒ
ン

ド
語
」
な
ど
と
は
よ
ば
れ
て
い
な
い
。
何
故
だ
。

調
査
対
象
に
は
「
ド
マ
ー
キ
語
」
と
よ
ん
で
い
る
言
語
も
あ
り
、

こ
れ
も
じ
つ
は
、
何
と
よ
ぶ
か
が
悩
ま
し
い
。
今
で
は
ほ
と
ん

ど
ふ
た
つ
の
集
落
に
し
か
話
者
が
居
な
い
の
だ
が
、
方
言
差
が

あ
り
、
片
方
は
「
ド
マ
ー
キ
」、
も
う
片
方
が
「
ド
マ
ー
」
と
、

自
称
言
語
名
が
異
な
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
前
者
は
周
辺
優
位

言
語
で
あ
る
ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
的
な
名
称
、
後
者
は
周
辺
優

位
言
語
で
あ
っ
た
シ
ナ
ー
語
的
な
名
称
で
、本
来
の
自
称
が（
あ
っ

た
と
し
て
も
）
失
わ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
な
お
さ
ら
ど
ち

ら
に
軍
配
を
上
げ
る
の
に
も
決
定
打
が
足
り
て
い
な
い
の
が
実

情
で
あ
る
。
研
究
者
た
ち
が
「
ド
マ
ー
キ
語
」
と
よ
ぶ
の
は
単
に
、

一
九
三
九
年
に
初
め
て
さ
れ
た
研
究
が
そ
ち
ら
の
方
言
を
扱
い
、

そ
の
名
称
（"D

4um
āki"

）
を
採
用
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

さ
ぁ
改
め
て
、"Japanese"

は
何
と
よ
ぶ
べ
き
だ
ろ
う
か
。
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交通案内
●大阪モノレール「万博記念公園駅」･「公園東口駅」下車、徒歩約15分。
●阪急茨木市駅・ＪＲ茨木駅から近鉄バスで「万博記念公園駅（エキスポシティ前）」「日本庭園前」
下車、徒歩約13分。
●乗用車は、公園内の ｢日本庭園前駐車場｣（有料）から徒歩約5分。「日本庭園前ゲート」横にある
民博専用通行口をお通りください。

●タクシーは、万博記念公園 ｢日本庭園前駐車場｣ まで乗り入れできます。

編集後記

本特集は出口正之教授の共同研究「会計学と人類学の融合」

と連動して「お金を数える」をテーマにしてみた。小生の調

査地の人たちが好む小話には、借金をテーマにしたものがある。

村の小型店舗の扉に長大な人名リストが掲げられている。客が

これはなんだと主人に質すと、黒字で名前の上に線が引かれて

いるのは返済済み、線が引かれていないのは未返済という。そ

れ以外に赤字で斜線が引かれた債務者のリストが一番長く続

いている。客の一人が再度これはなんだと訊くと、「この〇〇は、

返さないであの世にいった奴だ！」と悪態をつくというのが落

ちである。

この小話のように、村のなかのゆっくりした生活のなかでは

借金はお互い様、完済しないこともありふれているといえる。

一方で、現行の金融制度では救いきれない需要があるのであ

ろう、都市部での金貸し業は非常に繁盛しているという。つま

りそうした商売が成り立つ程度には返済の義務を感じているの

だ。小生にも調査地で会うたびに「あのお金のことは覚えてい

るから（大丈夫）」と口にする知己が何人もいるが、これは返

済を期待していいのだろうか。迷うところである。（丹羽典生）
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第 42巻第 5号通巻第 488号　2018年 5月 1日発行
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制作・協力 一般財団法人 千里文化財団
印刷 毎日新聞社

＊本誌についてのお問い合わせは国立民族学博物館広報係に
　お願いします。
＊本誌掲載記事の無断転載を禁じます。

次号の予告
特集

「アーミッシュの生活と文化」（仮）

●表紙：右上から時計回りに
石貨（H0098796）、貝貨（H0279249）、巫俗儀礼用貨幣（H0214732）、
貨幣（H0030930）、祖先祭祀用紙銭（H0215420）、
儀礼用貨幣（H0190041）、紙幣（H0279615）、儀礼用貨幣（H0189976）
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月号

月
刊

みんぱくフェイスブック
https://www.facebook.com/MINPAKU.official/
みんぱくツイッター
https://twitter.com/MINPAKUofficial

みんぱくホームページ

http://www.minpaku.ac.jp/

②

みんぱくをもっと楽しみたい
人のために―会員制度のご案内
国立民族学博物館友の会
本館展示の無料入館や特別展示の観覧料割引にくわえ、
『月刊みんぱく』や会員機関誌『季刊民族学』などの定期
刊行物や、毎月の友の会講演会、セミナーなどを通して
多様な文化の情報を提供しています。

みんぱくフリーパス
1年間、本館展示へ何度でも無料で入館いただけます（特
別展示は観覧料割引）。他にも、みんぱくを楽しむための
特典がいっぱいです。

国立民族学博物館キャンパスメンバーズ
みんぱくと大学等教育機関との連携を図り、文化人類学、
民族学にふれる学びの場を提供することを目的とした会員
制度です。

詳細については、一般財団法人千里文化財団まで
お問い合わせください。
（電話06－6877－8893／平日9：00～17：00）
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What’s in a name?

世
界
で
は
今
、
大
小
合
わ
せ
て
数
千
も
の
言
語
が
話
さ
れ
て

い
る
。

こ
の
『
月
刊
み
ん
ぱ
く
』
の
原
稿
が
書
か
れ
て
い
る
の
は
、「
日

本
語
」
だ
。
日
本
の
義
務
教
育
で
学
ぶ
異
言
語
は
「
英
語
」
だ

け
…
…
で
は
な
く
、
古
典
の
授
業
で
習
っ
た
『
万
葉
集
』
な
ど

の
「
上
代
日
本
語
」、『
土
佐
日
記
』
な
ど
の
「
中
古
日
本
語
」、『
徒

然
草
』
な
ど
の
「
中
世
日
本
語
」
な
ん
か
も
あ
る
。
漢
文
の
授

業
で
扱
っ
た
の
は
、「
中
期
中
国
語
」
と
で
も
よ
べ
る
言
語
で
あ
っ

た
。
国
名
が
付
い
て
い
る
言
語
名
も
多
く
、「
ド
イ
ツ
語
」「
フ

ラ
ン
ス
語
」
な
ん
て
の
は
大
学
で
学
ん
だ
人
も
多
い
こ
と
か
と

思
う
。
一
方
で
「
ア
ラ
ビ
ア
語
」「
ア
イ
ヌ
語
」
な
ど
を
考
え
る
と
、

言
語
名
に
用
い
ら
れ
る
の
が
国
名
だ
け
で
は
な
い
の
だ
と
い
う

こ
と
も
、
す
ぐ
に
わ
か
る
。

二
〇
一
五
年
四
月
二
二
日
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日
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で
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、
グ
ル
ジ
ア
と
よ
ん
で

い
た
国
の
名
前
を
ジ
ョ
ー
ジ
ア
と
言
い
換
え
る
よ
う
に
な
っ
た
。

「
グ
ル
ジ
ア
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ロ
シ
ア
語
、「
ジ
ョ
ー
ジ
ア
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英
語
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名
称
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り
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ジ
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ー
ジ
ア
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要
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て
ポ
リ
テ
ィ

カ
ル
・
コ
レ
ク
ト
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に
換
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だ
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ア
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適
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英
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う
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え
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ル
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カ
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ト
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の
に
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何
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優
先
し
た
の
だ
ろ
う
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。
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変
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グ
ル
ジ
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と
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う
言
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依
然
と
し

て
使
わ
れ
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け
て
い
る
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面
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多
く
思
え
る
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同
じ
概
念
を
指

す
以
上
、
定
着
し
て
い
る
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語
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守
る
と
い
う
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は
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通
時
的

に
一
貫
し
て
物
事
を
考
え
て
い
く
う
え
で
大
切
な
工
夫
だ
ろ
う
。

定
着
と
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う
こ
と
で
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え
ば
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て
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れ
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ら
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っ
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ま
っ
て
い
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。
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ー
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と
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よ
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ー
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の
」
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か
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。「
ヒ
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」も
語
源
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＝
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ド
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＝
イ
ン
ダ
ス
）
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と
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う
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だ
が
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」
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は
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。
何
故
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。

調
査
対
象
に
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と
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る
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も
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、

こ
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も
じ
つ
は
、
何
と
よ
ぶ
か
が
悩
ま
し
い
。
今
で
は
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、
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も
う
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と
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。
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も
、
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で
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る
ブ
ル
シ
ャ
ス
キ
ー
語
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、
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は
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で
あ
っ
た
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語
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で
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来
の
自
称
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と
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失
わ
れ
て
し
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る
の
で
、
な
お
さ
ら
ど
ち

ら
に
軍
配
を
上
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の
に
も
決
定
打
が
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で
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る
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研
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者
た
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が
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と
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が
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、
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。
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と連動して「お金を数える」をテーマにしてみた。小生の調

査地の人たちが好む小話には、借金をテーマにしたものがある。

村の小型店舗の扉に長大な人名リストが掲げられている。客が

これはなんだと主人に質すと、黒字で名前の上に線が引かれて

いるのは返済済み、線が引かれていないのは未返済という。そ

れ以外に赤字で斜線が引かれた債務者のリストが一番長く続

いている。客の一人が再度これはなんだと訊くと、「この〇〇は、

返さないであの世にいった奴だ！」と悪態をつくというのが落

ちである。

この小話のように、村のなかのゆっくりした生活のなかでは

借金はお互い様、完済しないこともありふれているといえる。

一方で、現行の金融制度では救いきれない需要があるのであ

ろう、都市部での金貸し業は非常に繁盛しているという。つま

りそうした商売が成り立つ程度には返済の義務を感じているの

だ。小生にも調査地で会うたびに「あのお金のことは覚えてい

るから（大丈夫）」と口にする知己が何人もいるが、これは返

済を期待していいのだろうか。迷うところである。（丹羽典生）
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　調査地で見聞きし、考えたことを記録するフィールドノー
トは、フィールドワークに欠かすことのできないツールです。
当館ミュージアム・ショップでは、オリジナルのフィールド
ノートの販売をはじめました。
　「フィールドノートってどんなものだろう」と思った方は、
ぜひ当館の「梅棹忠夫アーカイブズ」で、初代館長梅棹忠夫
氏のフィールドノートをご覧ください。（ノートに日付やペー
ジ数をつけるなどの、記録された情報を後の研究に役立てる
工夫も必見です）
　使い方はみなさん次第です。ぜひみんぱくのフィールド
ノートを趣味や研究にご活用ください。

みんぱくオリジナルデザインの

フィールドノートができました！

お問い合わせは
国立民族学博物館ミュージアム・ショップまで
e-mail : contact@senri-f.or.jp　水曜日定休

「梅棹忠夫アーカイブズ」
http://nmearch.minpaku.ac.jp/umesao-archives/index.html

ハードカバーで、中のページは
スケッチもしやすい方眼紙タイプ
サイズ：165 × 95（mm）
価　格：500円（税込）


