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「国際交流」なのか
「国際協力」なのか？
国際ジャーナリストの見た
国際参加プロジェクト（カンボジア）

「国際参加プロジェクト」は、

「からだの文化：とぶ」

第13回「国際参加プロジェクト（カンボジア）報告」
2012年度「国際スポーツ交流実習」報告
共同研究会報告
新刊紹介



　

本
セ
ン
タ
ー
が
主
管
す
る「
国
際
参
加

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」は
、
2
0
0
1
年
イ
ン
ド

西
部
の
グ
ジ
ャ
ラ
ー
ト
州
で
発
生
し
た
大

地
震
の
被
災
地
復
興
支
援
の
た
め
に
、
天

理
大
学
お
や
さ
と
研
究
所
井
上
昭
夫
所
長

（
当
時
）が
陣
頭
指
揮
を
と
り
、
有
志
の
学

生
と
教
職
員
ら

が
で
か
け
た
こ

と
に
始
ま
り
ま

す
。（
写
真
1
）

2
0
0
2
年

に
地
域
文
化
研

究
セ
ン
タ
ー
が

設
立
さ
れ
、
井

上
昭
夫
氏
が
セ

ン
タ
ー
長
を
兼

任
し
て
、
そ
の

年
か
ら
当
セ
ン

タ
ー
が
主
管
し

て
実
施
す
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た
。
以
来

2
0
1
2
年
度
ま
で
、中
国
、フ
ィ
リ
ピ
ン
、

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ
ア
な
ど
の
国
々

で
毎
年
実
施
さ
れ
、
こ
れ
ま
で
計
13
回
の

歴
史
を
重
ね
て
き
て
い
ま
す
。

　
「
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」
と
は
、
そ

の
理
念
と
し
て
、
建
学
の
精
神
を
国
際
的

な
舞
台
で
実
施
す
る
活
動
、
と
謳
わ
れ
て

い
る
よ
う
に
、
生
か
さ
れ
て
い
る
喜
び
を

さ
ら
に
他
者
に
献
身
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
に

変
え
て
、
一
層
の
喜
び
の
輪
を
広
げ
よ
う

と
す
る
、天
理
教
の
目
指
す「
陽
気
ぐ
ら
し
」

世
界
の
建
設
の
た
め
の
活
動
と
い
う
性
格

を
持
っ
て
い
ま
す
。

　

実
は
遥
か
以
前
か
ら
、
被
災
地
な
ど
に

出
か
け
て
ゆ
き
復
興
支
援
活
動
に
従
事
す

る
と
い
う
動
き
は
見
ら
れ
ま
し
た
。
早
く

は
1
9
2
5
年（
大
正
15
年
）
本
学
が
創

設
さ
れ
て
間
も
な
い
同
年
5
月
に
、
北
兵

庫
で
発
生
し
た
大
地
震
後
間
も
な
く
、
教

員
と
60
人
の
男
子
学
生
が
馳
せ
参
じ
活
動

し
た
と
い
う
記
録
が
残
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
の
後
も
地
震
や
台
風
の
被
災
地
で
の
活

動
な
ど
時
代
を
経
て
、
現
在
、
国
際
的
な

広
が
り
と
し
て
発
展
し
て
き
た
も
の
で
す
。

　

当
小
論
の
筆
者
は
、2
0
0
6
年
よ
り
、

二
代
目
の
セ
ン
タ
ー
長
と
し
て
、
フ
ィ
リ

「
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」

の
始
ま
り
・

歴
史
と
学
生
か
ら
の
質
問

ピ
ン
2
回
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
4
回
、
カ
ン

ボ
ジ
ア
2
回
の
計
8
回
に
、
引
率
責
任
者

と
し
て
同
行
さ
せ
て
い
た
だ
い
て
き
ま
し

た
。
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
活
動
内
容
の
企
画
、

事
前
準
備
、
学
生
指
導
、
現
地
で
の
引
率
、

事
後
報
告
書
の
作
成
、
な
ど
、
ほ
ぼ
丸
一

年
を
か
け
た
一
連
の
活
動
に
つ
い
て
は
、
当

セ
ン
タ
ー
の「
国
際
参
加
プ
ロ
グ
ラ
ム
部

門
」の
教
員
ら
が
腐
心
し
な
が
ら
担
当
し

て
き
て
い
ま
す
。
そ
の
成
果
に
つ
い
て
は
、

毎
回
作
成
さ
れ
て
い
る
大
部
の
報
告
書
を

参
考
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　

直
接
関
わ
っ
て
き
た
計
8
回
の
活
動
に

お
い
て
私
は
、
参
加
し
た
す
べ
て
の
学
生

が
、
途
上
国
の
、
通
常
の
観
光
旅
行
で
は

行
く
こ
と
も
な
い
地
域
で
活
動
し
、
ホ
ー

ム
ス
テ
イ
し
た
り
、
現
地
の
子
ど
も
た
ち

と
心
の
交
流
を
行
っ
た
経
験
を
、
貴
重
な

学
習
体
験
と
し
て
感
激
し
、
参
加
し
て
よ

か
っ
た
と
素
直
に
喜
ぶ
姿
を
見
て
き
ま
し

た
。
と
同
時
に
、
一
部
の
学
生
か
ら
、
こ

の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は「
国
際
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
」

や「
国
際
協
力
」な
の
で
す
か
、
そ
れ
と
も

「
国
際
交
流
」や「
エ
コ
ツ
ア
ー
」な
ど
で
も

体
験
で
き
る
よ
う
な
も
の
で
す
か
、
と
い
っ

た
素
朴
な
質
問
も
発
せ
ら
れ
て
き
た
こ
と

も
事
実
で
す
。
一
つ
の
背
景
と
し
て
、
活

動
内
容
が
イ
ン
ド
で
の
被
災
地
復
興
の
支

援
活
動
や
中
国
で
の
植
林
活
動
と
い
っ
た
、

器
具
を
使
っ
た
肉
体
労
働
的
活
動
か
ら
、

フ
ィ
リ
ピ
ン
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
カ
ン
ボ
ジ

ア
で
は
現
地
小
学
校
の
教
室
内
で
の
活
動

と
い
う
、
教
育
的
活
動
に
性
格
が
シ
フ
ト

し
て
い
る
こ
と
も
関
係
し
て
い
る
も
の
と

思
わ
れ
ま
す
。

　

主
催
者
と
し
て
ど
の
よ
う
に
考
え
れ
ば

い
い
の
で
し
ょ
う
か
。
以
下
が
試
論
的
な

答
え
で
す
。

　

結
論
を
先
に
簡
潔
に
述
べ
る
と
、
国
際

参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
、「
国
際
交
流
」や

「
エ
コ
ツ
ア
ー
」
を
体
験
す
る
も
の
で
あ
る

の
か
、
あ
る
い
は
現
地
の
人
々
の
ニ
ー
ズ
に

多
少
と
も
応
え
る「
国
際
協
力
」に
な
っ
て

い
る
の
か
ど
う
か
を
分
け
る
の
は
、
活
動

の
種
類
や
内
容（w

hat

）そ
の
も
の
で
は
な

く
、
そ
の
活
動
内
容
に
如
何
に
と
り
く
む

の
か（how

）に
か
か
っ
て
い
る
、
と
い
う

「
国
際
交
流
」
な
の
か

「
国
際
協
力
」
な
の
か
?

こ
と
で
す
。

　

活
動
内
容
そ
の
も
の（w

hat

）
が「
国

際
交
流
」か
あ
る
い
は「
国
際
協
力
」か
を

自
動
的
に
決
定
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い

の
で
す
。
例
え
ば
、
フ
ィ
リ
ピ
ン
で
行
わ

れ
た
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
は
、
主
に
、

貧
し
い
地
域
の
小
学
校
で
リ
コ
ー
ダ
ー
の

演
奏
方
法
を
指
導
し
、
最
終
日
に
は
講
堂

で
、
ク
ラ
ス
別
に
ミ
ニ
コ
ン
サ
ー
ト
を
開
催

す
る
、
と
い
う
も
の
で
し
た
。（
写
真
2
）

日
本
人
な
ら
た
い
て
い
小
学
校
の
音
楽
の

授
業
で
習
い
覚
え
た
あ
の
リ
コ
ー
ダ
ー
の

演
奏
方
法
を
教
え
る
こ
と
が
、
ど
の
よ
う

に「
国
際
協
力
」
と
言
え
る
の
で
し
ょ
う

か
？　

い
か
に
も
取
る
に
足
り
無
い
活
動

の
よ
う
に
見
え
ま
す
。
し
か
し
私
た
ち
は
、

音
楽
教
育
が
あ
ま
り
行
わ
れ
ず
、
リ
コ
ー

ダ
ー
な
ど
の
簡
易
の
楽
器
さ
え
無
い
貧
し

い
フ
ィ
リ
ピ
ン
の
小
学
校
に
、
新
聞
社
な

ど
の
協
力
を
得
て
、
日
本
の
多
く
の
家
の

タ
ン
ス
の
奥
な
ど
に
放
置
さ
れ
て
い
る
リ

コ
ー
ダ
ー
の
寄
付
を
広
く
呼
び
か
け
、
集

め
ら
れ
た
数
百
本
を
持
っ
て
ゆ
き
、
そ
の

演
奏
方
法
を
教
え
ま
し
た
。た
か
が
リ
コ
ー

ダ
ー
の
演
奏
で
す
が
、
一
ク
ラ
ス
約
50
名

の
教
室
数
ク
ラ
ス
に
、
一
日
各
一
時
間
、
4

日
間
ほ
ど
で
、「
エ
ー
デ
ル
ワ
イ
ス
」
な
ど

の
楽
曲
2
曲
を
、
ち
ゃ
ん
と
合
奏
で
き
る

ほ
ど
に
生
徒
一
人
ひ
と
り
指
導
す
る
、
と

い
う
の
は
、
想
像
以
上
の
労
力
で
す
。
そ

れ
を
参
加
学
生
は
10
名
程
度
の
少
人
数
で

立
派
に
や
り
遂
げ
、
最
終
日
の
ミ
ニ
コ
ン

サ
ー
ト
で
は
、
校
長
先
生
を
は
じ
め
全
教

員
を
た
い
へ
ん
感
心
さ
せ
て
い
ま
し
た
。

　

ど
う
し
て
成
功
さ
せ
た
か
は
、
現
地
に

出
向
く
前
の
数
ヶ
月
間
に
わ
た
り
、
日
本

で
中
学
校
の
音
楽
の
先
生
に
お
願
い
し
て

リ
コ
ー
ダ
ー
演
奏
の
指
導
方
法
を
徹
底
的

に
学
習
し
身
に
つ
け
、
短
時
間
で
も
子
ど

も
た
ち
に
習
得
さ
せ
る
に
は
ど
の
よ
う
に

す
れ
ば
よ
い
か
工
夫
を
重
ね
、
十
分
な
準

備
を
し
て
い
た
か
ら
で
し
た
。
こ
の
準
備

が
無
け
れ
ば
全
く
の
失
敗
に
終
わ
っ
て
い

た
は
ず
で
す
。
実
際
、
リ
コ
ー
ダ
ー
の
指

導
を
途
上
国
で
行
う
、
と
い
う
日
本
人
の

活
動
は
、
私
た
ち
ば
か
り
で
な
く
、
一
般

の
人
の
間
で
も
す
で
に
行
わ
れ
て
い
ま
し

た
。
と
こ
ろ
が
、
そ
の
す
べ
て
が
成
功
し

て
い
る
か
と
い
う
と
、
む
し
ろ「
う
ま
く
指

導
で
き
な
か
っ
た
。
失
敗
だ
っ
た
。」
と
い

う
ケ
ー
ス
も
耳
に
し
て
い
ま
す
。
同
じ
リ

コ
ー
ダ
ー
指
導
で
あ
り
な
が
ら
、
成
功
と

じ
て
感
じ
て
き
ま
し
た
。
国
の
O
D
A
の

よ
う
な
大
金
を
つ
ぎ
込
ん
で
、
高
度
な
技

術
に
よ
っ
て
途
上
国
を
大
規
模
に
支
援
す

る
国
際
協
力
も
あ
れ
ば
、
学
生
が
バ
イ
ト

で
貯
め
た
ポ
ケ
ッ
ト
マ
ネ
ー
に
よ
っ
て
で
も

で
き
る
国
際
協
力
も
あ
り
う
る
の
で
す
。

　

さ
ら
に
実
例
を
あ
げ
れ
ば
、
2
0
0
6

年
か
ら
2
0
1
0
年
に
か
け
て
、
計
4

回
に
わ
た
り
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
、
ス
マ
ト
ラ

島
沖
の
イ
ン
ド
洋
に
浮
か
ぶ
小
さ
な
ニ
ア

ス
島
で
も
同
様
の
経
験
を
し
ま
し
た
。
地

震
や
津
波
で
千
人
も
の
死
者
を
出
し
た
島

で
あ
り
な
が
ら
、
自
然
災
害
の
こ
と
を
話

題
に
し
、
口
に
す
る
こ
と
は
、
再
び
天
災

を
呼
び
込
む
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
、

と
い
う
伝
統
的
な
迷
信
・
タ
ブ
ー
が
あ
っ

た
よ
う
で
し
た
。
そ
こ
に
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の

参
加
学
生
が
、
劇
仕
立
て
で
防
災
の
大
切

さ
を
教
え
る
た
め
に
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語

で
の
演
劇
を
熱
心
に
製
作
し
教
室
で
何
度

も
見
せ
た
わ
け
で
す
。
暑
い
中
ド
ラ
エ
モ

ン
な
ど
の
着
ぐ
る
み
を
身
に
つ
け
て
の
熱

演
で
す
。（
写
真
3
）劇
を
見
た
子
ど
も
た

ち
は
、
私
た
ち
が
島
を
去
っ
た
後
も
、
何

度
か
発
生
し
た
地
震
の
度
に
、
学
校
で
も

自
宅
で
も
教
え
ら
れ
た
よ
う
な
方
法
で
避

難
す
る
よ
う
に
な
っ
た
そ
う
で
す
。
一
年

後
、
島
を
再
訪
す
る
と
、
小
学
校
の
先
生

た
ち
も
保
護
者
た
ち
も
、
こ
の
変
化
を
と

て
も
好
意
的
に
受
け
止
め
て
い
ま
し
た
。

　

こ
れ
も
ま
た
、
十
分
な
準
備
を
行
っ
て

現
地
に
で
か
け
た
学
生
の
取
り
組
み
方

（how

）の
成
果
と
言
え
ま
す
。
十
分
な
準

備
を
し
、
熱
演
し
て
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え

よ
う
と
し
た
か
ら
こ
そ
、
子
ど
も
た
ち
の

心
に
防
災
の
意
識
が
芽
生
え
定
着
し
た
わ

け
で
す
。

　

現
在
進
行
中
の
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
2
回

に
わ
た
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
同
様
で
す
。

発
音
や
イ
ン
ト
ネ
ー
シ
ョ
ン
の
む
ず
か
し

い
カ
ン
ボ
ジ
ア
語
を
長
時
間
か
け
て
習
得

し
、
絵
本
や
劇
仕
立
て
で
、
情
操
教
育
、

外
国
語
教
育
を
熱
心
に
や
っ
た
学
生
た
ち

の
姿
と
子
ど
も
た
ち
の
反
応
を
見
て
、
現

地
の
先
生
た
ち
も
教
え
方
に
つ
い
て
参
考

に
し
て
く
れ
て
い
ま
す
。
い
い
か
げ
ん
な

準
備
や
取
り
組
み
方
で
は
伝
え
ら
れ
な
い

は
ず
で
す
。（
写
真
4
）（
写
真
5
）

　

こ
の
よ
う
に
し
て
振
り
返
っ
て
み
れ
ば
、

「
国
際
交
流
」
か「
国
際
協
力
」
か
、
明
確

に
区
別
し
よ
う
と
す
る
こ
と
に
あ
ま
り
意

味
が
無
い
よ
う
に
思
え
て
き
ま
す
。
文
化

の
壁
を
超
え
て
心
の
触
れ
合
い
が
発
生
し

た
瞬
間
と
い
う
の
は
、
理
由
も
な
く
嬉
し

い
も
の
で
す
。
人
と
人
の
心
を
結
び
つ
け

る
の
は
偶
然
の
産
物
で
は
な
く
、
き
っ
か

け
と
な
る
何
ら
か
の
触
媒「
メ
デ
ィ
ア
」が

必
要
で
す
が
、
何
が
メ
デ
ィ
ア
に
な
り
う

る
か
決
ま
っ
た
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
し

か
し
、
現
地
の
小
学
校
の
子
ど
も
た
ち
の

笑
顔
を
引
き
出
し
た
い
、
と
い
う
参
加
学

生
の
強
い
思
い
が
、
教
室
で
何
を
行
う
か
、

ど
う
行
う
か
、
と
い
う
活
動
企
画
へ
の
思

い
に
つ
な
が
り
、
そ
れ
が
メ
デ
ィ
ア
と
な
っ

て
熱
い
交
流
が
生
ま
れ
て
い
ま
す
。
こ
の

よ
う
な
メ
デ
ィ
ア
を
作
り
上
げ
る
の
た
め

の
準
備
の
出
来
不
出
来
が
、
実
は「
国
際

交
流
」
の
質
を
決
め
、
結
果
と
し
て
、
自

然
に
現
地
の
ニ
ー
ズ
を
発
掘
す
る「
国
際

協
力
」に
も
な
っ
て
い
る
の
で
す
。

　

そ
う
い
う
意
味
で
は
、「
国
際
交
流
」と

「
国
際
協
力
」
と
は
二
つ
の
別
の
も
の
と
は

限
ら
ず
、
取
り
組
み
方
次
第
で
、
二
つ
が

自
然
に
融
合
す
る
も
の
と
な
り
う
る
。
そ

れ
こ
そ
が
私
た
ち
の
目
指
す「
国
際
参
加

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
」と
言
っ
て
よ
い
と
私
は
考

え
ま
す
。

　

以
上
が
参
加
学
生
た
ち
の
素
朴
な
疑
問

へ
の
、
私
か
ら
の
答
え
で
す
。

　

最
後
に
、
奇
遇
に
も
、
今
年
実
施
さ
れ

た
カ
ン
ボ
ジ
ア
で
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
、
ベ

ル
ギ
ー
人
の
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
が
興
味
を

持
ち
、
同
行
を
申
し
出
て
く
れ
ま
し
た
。

下
記
の
彼
の
短
い
コ
メ
ン
ト
も
ご
参
照
く

だ
さ
い
。

　私は昨年の秋、初めて日本という、母国ベルギーから見れば遥か東方
の国に、長期取材のためやってきました。バブル経済崩壊後、日本は長く
景気が低迷し、マクロ経済的な見方からは、日本は決して明るい要素が
無いように見えますが、その一方で、世界をリードする技術革新を継続し
てゆく力を持ち、2011年の東日本大震災を受けても底力を見せている。
私はそれを「日本のパラドックス」と名づけ、日本のどのような文化的な背
景がそんな日本をつくり上げてきたのかを探ることが今回の取材の目的で
した。日本の社会や経済の向こう側にある精神性をも知りたかったのです。
私の出身地であるベルギーには EU（欧州連合）の本部が置かれています。
EU も長期の経済危機に直面していますが、むしろ日本にこそ、EU 諸国
が学ぶべきことがあるのではないかと、私は考えています。
　日本での取材をする中で、私は天理大学地域文化研究センターで企業
経営と宗教との関係性についての研究会が行われていることをを知り、参
加させていただきました。昨年１０月です。その時、センターではまた有志
の学生とともに途上国にでかけてボランティア活動を行う「国際参加プロ
ジェクト」というものを毎年実施していることを知り、日本の学生がどの
ように海外で活動するのか興味を持ちました。同行の依頼を、センター長
であり上記の研究会代表である住原教授に打診すると、快諾を得ました。
私の参加は、後半の2月２４日から２７日にかけての４日間だけですが、同
じ宿に泊まり学生たちと行動を伴にすることができたことはとても良い体
験となりました。
　私が見たのは、有名なアンコールワットのある町シエムリアプから南方
に車で30分ほどのところにある小さな小学校での、２日間にわたる活動

です。活動の主な内容は、現地クメール語による２種類の語劇で、一つは
情操教育を目的とした内容、もう一つは外国語（英語と日本語）の教育で
した。それぞれ約20分間公演していました。その細かい内容は、紙面の
都合上記述しませんが、参加していた18名の学生諸君から、主に２つの
ことで驚かされ感銘を受けました。一つはやはり事前に日本でクメール語
という決して簡単ではない言語を、発音・イントネーションなどしっかり勉
強し身につけ、演技力を養い、確実にカンボジアの子どもたちに通じ、楽
しませるようなレベルにまで高めてきている、という事実です。相当な努
力をしてきたものと想像できました。もう一つ、もっと驚かされたことは、
演技する学生たちのあふれ出るエネルギーです。小学生にメッセージを
伝えようと、声を出し、工夫をこらし、躍動感ある演技をする姿はエネル
ギーに満ちて迫力すら感じました。もし日本の若者が皆彼らのような心と
エネルギーを持っているなら、日本の将来はとても明るいものになると感
じさせてくれました。
　冒頭で説明したように、私の日本での取材の目的は主に日本の経済や
企業活動とその背景となる精神性についてでしたが、天理大学の学生の
躍動する姿に、その精神性の一端を垣間見たように感じました。

（翻訳・文責、住原則也）

失
敗
を
分
け
て
い
る
の
は
、
何
よ
り
事
前

準
備
の
徹
底
と
、
現
地
で
の
指
導
に
お
け

る
熱
意
で
し
た
。

　

フ
ィ
リ
ピ
ン
で
は
、
現
地
の
小
学
校
の

音
楽
の
先
生
で
す
ら
、
日
本
人
学
生
が
リ

コ
ー
ダ
ー
を
教
え
る
こ
と
に
、
当
初
は
さ

し
た
る
興
味
を
示
し
て
い
ま
せ
ん
で
し
た
。

言
い
換
え
れ
ば
、
特
に「
ニ
ー
ズ
」を
感
じ

て
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
の
で
す
。
と

こ
ろ
が
、
わ
ず
か
数
日
間
の
限
ら
れ
た
時

間
で
、
50
人
の
合
奏
を
複
数
ク
ラ
ス
で
成

功
さ
せ
た
手
腕
と
、
子
ど
も
た
ち
が
と
て

も
楽
し
そ
う
に
リ
コ
ー
ダ
ー
を
吹
く
姿
に
、

先
生
た
ち
が
そ
の
意
義
と
効
果
を
感
じ
て
、

「
ま
た
来
て
欲
し
い
」「
自
分
た
ち
で
も
教

え
た
い
」と
言
い
始
め
た
の
で
す
。
現
地
の

先
生
た
ち
の
間
に「
ニ
ー
ズ
」が
芽
生
え
た

瞬
間
と
言
え
ま
す
。

　

そ
も
そ
も「
現
地
の
ニ
ー
ズ
」と
は
何
で

し
ょ
う
か
?　

そ
れ
は
最
初
か
ら
現
地
の

人
々
の
間
に
明
確
に
自
覚
さ
れ
て
い
る
も

の
ば
か
り
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
自
覚
さ
れ

て
お
ら
ず
、
見
せ
ら
れ
知
ら
さ
れ
て
初
め

て「
取
り
入
れ
て
み
た
い
」と
思
う
領
域
も

無
限
に
あ
る
は
ず
で
す
。
そ
れ
は
教
育
現

場
に
お
い
て
も
同
様
で
す
。「
ニ
ー
ズ
」
を

掘
り
起
こ
し
、
そ
れ
に
応
え
る
力
量
は
、

経
験
の
少
な
い
学
生
に
も
十
分
あ
る
こ
と

を
私
た
ち
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
推
進
を
通

1957年生まれ。New York University 大学院博士
課程修了、PhD（人類学博士）。都市人類学・経営人
類学専攻。天理大学国際学部教授。2006年4月よ
り地域文化研究センター長。国立民族学博物館共同
研究員。公益法人松下社会科学振興財団理事。An-
thropology of Japan in Japan, President。Hon-
orary Research Fellow of the Europe Japan 
Research Centre（オックスフォード・ブルックス大
学、英国）。著書に『異文化の学びかた・描きかた』（共
著、世界思想社）、『グローバル化のなかの宗教』（編著、
世界思想社）『経営理念－継承と伝播の経営人類学的
研究』（共編著、PHP）、『Japanese Multinationals 
Abroad : Individual and Organizational Learn-
ing』（共著、Oxford University Press 英国）、など。
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そ
も
そ
も
ス
キ
ー
は
積
雪
の
あ
る
地
域
で

の
狩
り
や
戦
い
の
際
の
移
動
手
段
と
し
て
、

古
く
か
ら
用
い
ら
れ
て
き
た
。
競
技
へ
の
発

展
の
過
程
に
は
、
そ
の
発
祥
の
地
の
一
つ
で

あ
っ
た
北
欧
の
各
地
に
お
い
て
、
1
8
0
0

年
代
に
は
そ
れ
ま
で
の
有
用
術
か
ら
、
自

然
な
地
形
を
生
か
し
た
ジ
ャ
ン
プ
を
取
り
入

れ
、
様
々
な
遊
び
が
展
開
さ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
。
そ
れ
だ
け
で
な
く
、上
手
い
ス
キ
ー

ヤ
ー
は
ビ
ー
ル
の
入
っ
た
グ
ラ
ス
を
持
っ
て

滑
っ
た
り
、
衣
服
を
拾
っ
た
り
し
な
が
ら
滑

る
な
ど
、
見
て
い
る
人
を
ア
ッ
と
言
わ
せ
る

よ
う
な
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
も
繰
り
出
す
よ
う

に
な
っ
て
い
く
。
フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー

の
ス
ロ
ー
プ
ス
タ
イ
ル
は
、
い
わ
ば
ス
キ
ー

を
自
由
に
楽
し
み
、
雪
と
自
然
の
地
形
を
縦

横
無
尽
に
遊
ん
で
い
た
時
代
の
リ
バ
イ
バ
ル

と
し
て
見
る
こ
と
も
で
き
る
。

近
代
化
に
よ
っ
て
ス
ポ
ー
ツ
は
、
よ
り
合

理
的
な
方
法
で
効
率
の
よ
い
パ
フ
ォ
ー
マ
ン

ス
が
求
め
ら
れ
て
き
た
。
ス
ロ
ー
プ
ス
タ
ー

ル
の
ス
キ
ー
は
、
こ
れ
ま
で
の「
よ
り
早
く
・

よ
り
高
く
・
よ
り
強
く
」
と
い
っ
た
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
モ
ッ
ト
ー
の
枠
に
と
ど
ま
ら
な
い
、

「
よ
り
自
由
に
、
よ
り
ク
ー
ル
に
」と
い
う
標

語
が
似
つ
か
わ
し
い
。ソ
チ
で
の
ス
キ
ー
ヤ
ー

た
ち
の
飛
躍
的
な
活
躍
を
願
う
。

ワ
イ
ア
ン
音
楽
の
弦
楽
器
と
言
え
ば
、

誰
も
が
知
る「
ウ
ク
レ
レ（ʻukulele

）」。

「
ウ
ク（ʻuku

）」
と
は
蚤
の
こ
と
で
、「
レ
レ

（lele

）」
と
跳
び
は
ね
る
こ
と
。
ハ
ワ
イ
語
で

は
修
飾
語
は
被
修
飾
語
の
後
に
付
く
の
で
、

ウ
ク
レ
レ
は「
跳
び
は
ね
る
蚤
」
と
い
う
意

味
に
な
る
。
近
頃
で
は
ク
イ
ズ
に
出
さ
れ
る

こ
と
も
あ
る
の
で
、
知
っ
て
い
る
人
も
多
い

か
も
知
れ
な
い
。

と
こ
ろ
で
、
ウ
ク
レ
レ
の
原
型
と
な
っ
た

ブ
ラ
ギ
ー
ニ
ャ
と
い
う
楽
器
を
持
ち
込
ん
だ

の
は
、
1
8
7
9
年
に
北
大
西
洋
の
マ
デ

イ
ラ
島
か
ら
ハ
ワ
イ
に
や
っ
て
来
た
ポ
ル
ト

ガ
ル
系
移
民
で
あ
る
。
そ
の
中
に
フ
ア
ン
・

フ
ェ
ル
ナ
ン
デ
ス
と
い
う
人
物
が
お
り
、
彼

は
埠
頭
に
降
り
る
や
否
や
到
着
を
祝
っ
て
ブ

ラ
ギ
ー
ニ
ャ
を
弾
き
な
が
ら
歌
っ
た
。
弦
の

上
を
跳
ね
る
指
裁
き
の
素
早
さ
に
驚
い
た
ハ

ワ
イ
人
達
が
そ
の
楽
器
を「
ウ
ク
レ
レ
」
と

名
づ
け
た
と
い
う
。
ウ
ク
レ
レ
の
名
の
由
来

に
つ
い
て
は
他
に
も
説
が
あ
る
。
カ
ラ
ー
カ

ウ
ア
王
の
側
近
に
、
英
国
人
の
エ
ド
ワ
ー
ド
・

パ
ー
ビ
ス
と
い
う
ブ
ラ
ギ
ー
ニ
ャ
の
名
手
が

い
た
が
、
そ
の
小
柄
な
体
型
と
跳
び
は
ね
る

よ
う
な
演
奏
か
ら「
ウ
ク
レ
レ
」と
い
う
ニ
ッ

ク
ネ
ー
ム
が
付
き
、
そ
れ
が
楽
器
の
名
前
に

も
な
っ
た
と
い
う
も
の
だ
。

18
世
紀
の
大
航
海
時
代
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

人
は
帆
船
に
乗
っ
て
太
平
洋
を
行
き
来
し

た
。
先
の
ポ
ル
ト
ガ
ル
人
が
乗
っ
て
き
た
船

も
帆
船
で
あ
っ
た
が
、
19
世
紀
の
後
半
は
帆

船
か
ら
蒸
気
船
に
移
行
す
る
時
代
で
も
あ
っ

た
。
ハ
ワ
イ
語
で
船
は「
モ
ク（m

oku

）」で
、

そ
の
原
義
は「
島
」
で
あ
る
。
カ
ヌ
ー
と
は

比
較
に
な
ら
な
い
ぐ
ら
い
大
き
な
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
の
船
は
島
の
よ
う
に
見
え
た
の
で
モ
ク

と
呼
ば
れ
た
わ
け
だ
。
ち
な
み
に
帆
船
は

柱（kia

）の
立
っ
た
船
な
の
で「
モ
ク
・
キ
ア

（m
oku kia

）」（
更
に
マ
ス
ト
の
数
に
従
っ

て
数
詞
が
語
尾
に
付
く
）、
蒸
気
船
は「
モ
ク

ア
ヒ（m

okuahi

）」
で「
ア
ヒ（ahi

）」
と
は

火
の
こ
と
。そ
し
て「
モ
ク
レ
レ（m

okulele

）」

は
、
海
面
を
跳
び
は
ね
る
船
で
は
な
く
て
、

空
を
飛
ぶ
船
の
意
味
。
す
な
わ
ち
飛
行
機
の

こ
と
で
あ
る
。

ハ
ワ
イ
と
言
え
ば
ワ
イ
キ
キ
が
す
ぐ
に
思

い
浮
か
ぶ
が
、
正
確
に
は「
ワ
イ
キ
ー
キ
ー

（W
aikīkī

）」
で
、「
ワ
イ（w

ai

）」
は
真
水
、

「
キ
ー
（kī

）」
は
吹
き
出
る
こ
と
。
そ
こ
は

真
水
が
湧
き
出
る
場
所
で
あ
っ
た
。
そ
れ
で

は
、「
ワ
イ
レ
レ（w

ailele

）」
は
ど
う
い
う

意
味
に
な
る
だ
ろ
う
か
。
跳
び
は
ね
る
水
な

ら
、噴
水
？
空
飛
ぶ
水
な
ら
、横
殴
り
の
雨
？

レ
レ
は
、
上
に
向
か
っ
て
跳
び
は
ね
た
り
、

上
空
を
飛
ん
だ
り
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
下

に
向
か
っ
て
飛
び
出
す
動
作
に
も
当
て
は
ま

る
。
ワ
イ
レ
レ
と
は
、
飛
び
降
り
る
水
、
す

な
わ
ち
滝
の
こ
と
で
あ
る
。
ハ
ワ
イ
語
の
レ

レ
は
こ
の
よ
う
に
類
似
し
た
幾
つ
か
の
意
味

を
持
ち
、
日
本
語
の「
と
ぶ
」
に
近
い
か
も

知
れ
な
い
。

回
の
お
題
は「
と
ぶ
」
…
な
ん
で
も
よ

い
と
言
わ
れ
た
が
、
す
で
に
告
白
し
て

い
る
よ
う
に
、
ス
ポ
ー
ツ
に
縁
が
薄
い
も
の

に
と
っ
て
は
何
も
思
い
浮
か
ば
な
い
。
い
つ

も
の
ご
と
く
、
自
分
の
数
少
な
い
ス
ポ
ー
ツ

経
験
を
顧
み
て
…
書
け
そ
う
な
も
の
は
な

い
。
そ
れ
か
ら
、
自
分
の
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し

て
き
た
サ
モ
ア
の
こ
と
を
考
え
て
み
て
…
何

も
な
い
。
今
回
は
パ
ス
で
き
る
か
な
と
あ
れ

や
こ
れ
や
言
い
訳
を
考
え
つ
つ
数
週
間
…
何

と
か
１
つ
の
こ
と
を
思
い
つ
い
た
。

そ
れ
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ニ
ア
ス
島
で

の
思
い
出
で
あ
る
。
ニ
ア
ス
島
は
2
0
0
6

年
か
ら
4
回
に
わ
た
り
、
本
セ
ン
タ
ー
主
催

の
国
際
参
加
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
行
わ
れ
た
と

こ
ろ
で
あ
る
。
そ
の
関
係
で
、
人
生
の
中
で

サ
モ
ア
に
続
き
2
番
目
に
よ
く
訪
問
し
た
地

と
な
っ
て
い
る
。
ス
マ
ト
ラ
島
の
南
側
に
あ

る
ニ
ア
ス
島
は
今
で
こ
そ
航
空
網
が
発
達
し

た
お
か
げ
で
、
比
較
的
楽
に
訪
れ
る
こ
と
が

で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

を
始
め
た
当
初
は
ま
さ
に
孤
島
と
い
う
感

じ
の
島
で
あ
っ
た
。
と
く
に
島
の
南
部
地
域

は
独
自
の
文
化
が
残
っ
て
い
る
こ
と
で
有
名

で
あ
り
、
そ
の
1
つ
が
2
ｍ
近
く
の
巨
大
な

石
を
飛
び
越
え
る
と
い
う
成
人
儀
礼
で
あ
っ

た
。
残
念
な
が
ら
、
こ
の
石
飛
び
の
儀
礼
を

見
る
こ
と
は
一
度
も
な
か
っ
た
が
、
そ
の
舞

台
で
あ
る
伝
統
的
な
集
落
の
1
つ
を
訪
問
す

る
チ
ャ
ン
ス
に
は
恵
ま
れ
た
。

ニ
ア
ス
島
の
中
心
地
グ
ヌ
ン
シ
ト
リ
か
ら

車
で
片
道
4
時
間
、
や
っ
と
つ
い
た
伝
統

的
な
集
落
は
非
常
に
面
白
い
と
こ
ろ
で
あ
っ

た
。
し
か
し
、
や
は
り「
と
ぶ
」
こ
と
に
は

興
味
が
な
か
っ
た
の
か
、
私
の
印
象
に
強
く

残
っ
て
い
る
の
は
そ
の
集
落
が
つ
く
り
だ
す

独
特
な
空
間
で
あ
っ
た
。
集
落
の
入
り
口
は

長
く
、
か
な
り
急
な
石
段
か
ら
な
っ
て
い
た
。

や
っ
と
の
思
い
で
そ
れ
を
登
り
き
る
と
、
山

の
中
と
は
思
え
な
い
平
ら
な
空
間
が
広
が
っ

て
い
た
。
そ
の
真
ん
中
に
は
十
字
に
走
る
通

り
が
あ
り
、
そ
の
両
側
に
大
き
な
地
震
で
も

崩
れ
な
か
っ
た
と
い
う
伝
統
的
な
木
造
の
舟

形
の
家
が
並
ん
で
い
た
。
木
造
の
伝
統
家
屋

も
興
味
深
か
っ
た
が
、
そ
の
集
落
の
入
り
口

に
立
つ
と
、
は
る
か
向
こ
う
の
山
の
中
に
、

同
じ
よ
う
に
開
け
た
平
ら
な
場
所
が
あ
り
、

そ
こ
に
は
別
の
伝
統
的
な
集
落
を
臨
む
こ
と

が
で
き
た
。
そ
の
は
る
か
向
こ
う
の
集
落
で

の
生
活
に
思
い
を
寄
せ
て
み
て
、
な
ん
と
も

い
え
な
い
気
持
ち
に
な
っ
た
の
を
今
で
も
よ

く
覚
え
て
い
る
。
と
に
か
く
私
に
は
こ
れ
ら

の
集
落
は
不
思
議
な
空
間
で
あ
り
、
自
分
が

若
く（
ま
だ
若
い
つ
も
り
だ
が
）、ま
だ
フ
ィ
ー

ル
ド
を
持
っ
て
い
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ

滞
在
し
て
彼
ら
の
生
活
を
体
験
し
、
研
究
し

て
み
た
い
な
あ
と
思
っ
た
も
の
で
あ
る
。

今
回
、
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
書
く
に
あ
た
り
、

こ
の
集
落
を
お
さ
め
た
写
真
も
一
緒
に
載
せ

た
い
と
思
っ
て
、
探
し
て
み
た
の
だ
が
、
自

分
の
カ
メ
ラ
を
使
わ
な
か
っ
た
の
か
、
見
つ

か
ら
な
か
っ
た
。
空
間
を
飛
ん
で
移
動
で
き

る
の
で
あ
れ
ば
、
ぜ
ひ
も
う
一
度
、
あ
の
不

思
議
な
集
落
を
見
に
い
き
た
い
と
し
み
じ
み

思
う
こ
の
ご
ろ
で
あ
る
。

者
が
初
め
て
空
を
飛
ん
だ
の
は
か
れ
こ

れ
数
十
年
前
の
学
部
生
時
代
、
バ
ン

ク
ー
バ
ー
経
由
メ
キ
シ
コ
市
行
き
の
国
際
線

で
あ
っ
た
。
そ
の
後
ジ
ン
ル
イ
ガ
ク
シ
ャ
な

ど
と
い
う
稼
業
を
営
む
よ
う
に
な
っ
て
か
ら

は
国
内
線
、
国
際
線
を
問
わ
ず
さ
ま
ざ
ま
な

ル
ー
ト
を
飛
ん
で
き
た
。

あ
れ
は
九
〇
年
代
の
初
め
頃
だ
っ
た
だ
ろ

う
か
、
ま
だ
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
な
る
も
の
が

普
及
す
る
前
の
こ
と
、メ
キ
シ
コ
湾
岸
の
ト
ゥ

シ
ュ
ト
ラ（Tuxtla

）
と
い
う
辺
鄙
な
地
方

で
の
調
査
を
試
み
た
。
滞
在
し
て
い
た
首
都

の
メ
キ
シ
コ
市
か
ら
は
長
距
離
バ
ス
を
乗
り

継
い
で
一
四
、五
時
間
、
待
ち
時
間
を
入
れ
る

と
丸
一
日
で
も
着
く
こ
と
が
で
き
る
か
ど
う

か
と
い
う
旅
程
。
貧
乏
院
生
だ
っ
た
筆
者
の

強
行
日
程
で
は
い
さ
さ
か
厳
し
い
状
況
だ
っ

た
の
で
出
費
覚
悟
で
空
路
を
検
討
す
る
こ
と

に
。
ま
ず
は
本
邦
で
い
う
と
こ
ろ
の
国
土
地

理
院
の
地
形
図
に
あ
た
る
国
立
統
計
地
理
情

報
院（IN

EGI

）の
地
図
を
広
げ
、
空
港
を

探
す
。
あ
、
あ
っ
た
…
が
、
そ
れ
は
ア
エ
ロ

プ
エ
ル
ト（aeropuerto =

空
港
）
で
は
な

く
ア
エ
ロ
ピ
ス
タ（aeropista =

滑
走
路
）。

と
り
あ
え
ず
飛
行
機
は
飛
ん
で
い
る
ら
し

い
。
で
は
エ
ア
ラ
イ
ン
は
？　

と
り
あ
え
ず

現
地
の
友
人
知
人
に
尋
ね
ま
わ
る
と
、
ど
う

や
ら「
ア
エ
ロ
ブ
ル
ハ（A

erobruja

）」
と
い

う
航
空
会
社
が
あ
る
ら
し
い
。

く
し
く
も
そ
の
ト
ゥ
シ
ュ
ト
ラ
地
方
と
い

う
の
は
呪
術
医
療
で
有
名
な
土
地
で
あ
り
、

ブ
ル
ハ
と
い
う
の
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
呪
医（
魔

女
）の
こ
と
。
さ
も
あ
り
な
ん
。
と
こ
ろ
が

さ
ら
に
情
報
を
集
め
て
み
る
と
、い
わ
く「
た

し
か
セ
ス
ナ
が
１
機
し
か
な
か
っ
た
の
で
は
」

「
い
や
い
や
箒
に
跨
る
ん
だ
ろ
」、
い
わ
く「
エ

ン
ジ
ン
が
香
炉
で
燃
料
は
ア
グ
ア
ル
デ
ィ
エ

ン
テ（
焼
酎
）
ら
し
い
」、
い
わ
く「
運
賃
は

現
金
じ
ゃ
な
く
供
物
で
払
う
は
ず
だ
」
な
ど

と
、
出
る
わ
出
る
わ
無
責
任
な
発
言
が
。
最

後
に
は
そ
れ
ら
し
い
電
話
番
号
ま
で
渡
さ
れ

た
が
、
さ
す
が
に
カ
ル
ロ
ス
・
カ
ス
タ
ニ
ェ

ダ
に
な
り
き
れ
な
か
っ
た
筆
者
は
地
味
に
陸

路
で
行
く
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
れ
も
こ
れ
も
お
そ
ら
く
は
メ
キ
シ
コ
流

の
キ
ツ
い
ジ
ョ
ー
ク
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
が
、
今
に
し
て
み
れ
ば
い
ち
ど
箒
に
跨
っ

て
飛
ん
で
み
て
も
よ
か
っ
た
よ
う
な
気
も
す

る
。
こ
の
エ
ッ
セ
イ
を
認
め
る
に
あ
た
っ
て

あ
ら
た
め
て
調
べ
て
み
る
と
た
し
か
に
滑
走

路
は
今
で
も
存
在
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
く

だ
ん
の「
魔
女
航
空
」は
ウ
ェ
ブ
上
の
ど
こ
に

も
見
つ
か
ら
な
か
っ
た
。

ハ

今

筆

の
使
い
」
と
呼
ば
れ
る
ほ
ど
だ
か
ら
、

天
空
を
舞
う
天
使
を
描
い
た
絵
画
・
壁

画
は
多
い
。
し
か
し
実
際
に
空
中
を
漂
う
像

を
み
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。

　

日
本
で「
空
飛
ぶ
天
使
」と
し
て
知
ら
れ
、

天
井
か
ら
吊
さ
れ
た
ブ
ロ
ン
ズ
像
が
ド
イ
ツ

に
あ
る
。
一
九
二
七
年
に
ギ
ュ
ス
ト
ロ
ー
大

聖
堂
の
開
基
7
0
0
年
記
念
、
そ
し
て
第
一

次
大
戦
の
戦
没
者
慰
霊
を
兼
ね
て
エ
ル
ン
ス

ト
・
バ
ル
ラ
ハ
が
制
作
し
た
も
の
だ
。

　
一
般
に
イ
メ
ー
ジ
す
る
愛
く
る
し
さ
、
童

顔
や
美
し
さ
に
は
ほ
ど
遠
い
、
プ
ロ
レ
タ
リ

ア
芸
術
家
、
ケ
ー
テ
・
コ
ル
ヴ
ィ
ッ
ツ
の
顔

が
目
を
閉
じ
正
面
に
む
け
ら
れ
て
い
る
。
両

手
は
胸
で
力
づ
よ
く
組
ま
れ
、
天
使
の
2

枚
の
羽
根
に
相
当
す
る
マ
ン
ト
は
し
っ
か

り
と
か
ら
だ
を
覆
う
。
一
度
み
る
と
重
量

感
を
も
つ
人
間
的
存
在
感
に
魅
了
さ
れ
る
。

二
〇
〇
九
年
一
月
の
出
会
い
の
印
象
で
あ
る
。

　

し
か
し
こ
の
像
は
、
一
九
三
七
年
に
ナ
チ

に
退
廃
芸
術
の
烙
印
を
お
さ
れ
、
天
使
と
い

う
よ
り
は「
飛
ぶ
鱈
」
と
酷
評
さ
れ
、
ド
ー

ム
か
ら
取
り
外
さ
れ
、
溶
解
さ
れ
る
。

　

五
年
前
に
で
あ
っ
た
天
使
像
は
、
密
か
に

残
さ
れ
た
石
膏
原
型
か
ら
一
九
四
二
年
に
友

人
達
が
コ
ピ
ー
し
、
ハ
ン
ブ
ル
グ
近
郊
の
農

家
に
隠
し
つ
づ
け
、
こ
れ
が
第
二
次
大
戦
後

の
一
九
五
二
年
に
ケ
ル
ン
の
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ

ス
教
会
に
納
め
ら
れ
た
後
、
さ
ら
に
戦
後
、

東
西
に
分
割
さ
れ
東
に
組
み
込
ま
れ
た
ギ
ュ

ス
ト
ロ
ー
に
再
現
す
る
た
め
、
改
め
て
ケ
ル

ン
の
天
使
像
か
ら
石
膏
型
が
つ
く
ら
れ
、
鋳

造
さ
れ
た
と
い
う
。
時
代
に
翻
弄
さ
れ
る
な

が
い
時
の
流
れ
を
経
て
、
一
九
六
九
に
ギ
ュ

ス
ト
ロ
ー
に
三
十
二
年
ぶ
り
に
吊
さ
れ
た
3

体
目
の
ブ
ロ
ン
ズ
像
で
あ
っ
た
。

　

二
〇
一
三
年
二
月
、
念
願
の
ケ
ル
ン
を
訪

ね
た
。
人
通
り
に
ぎ
や
か
な
繁
華
街
に
あ

る
小
さ
く
近
代
的
な
聖
ア
ン
ト
ニ
ウ
ス
教
会

の
な
か
で
ギ
ュ
ス
ト
ロ
ー
ド
ー
ム
の
母
型
と

な
っ
た
空
飛
ぶ
天
使
像
を
み
る
こ
と
が
で
き

た
。
ケ
ル
ン
で
日
独
文
化
相
互
理
解
を
深
め

る「
天
理
日
独
文
化
工
房
」(

天
理
教
河
原

町
大
教
会
の
運
営)

の
現
地
責
任
者
、
本
学

出
身
の
志
水
美
郎
氏
を
訪
ね
る
な
か
で
実

現
し
た
。
彼
は
、
五
年
前
に
工
房
を
立
ち
上

げ
、
年
間
六
十
近
い
展
覧
会
や
演
奏
会
等
を

企
画
・
実
施
す
る
文
化
公
益
社
団
法
人
の
責

任
者
で
あ
る
。
工
房
は
、
趣
味
や
素
人
の
文

化
交
流
の
範
囲
を
こ
え
た
ク
オ
リ
テ
ィ
の
高

い
も
の
で
あ
っ
た
。
海
外
部
時
代
に
マ
ー
ル

ブ
ル
ク
大
学
に
留
学
し
、
退
職
後
も
修
士
・

博
士
課
程
で
学
び
、
家
族
と
と
も
に
工
房
を

運
営
し
て
い
る
。
ア
ク
テ
ィ
ブ
で
他
人
に
対

し
殻(
鎧)

を
纏
わ
な
い
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ

ン
が
と
れ
て
、
自
分
を
正
直
に
語
れ
る
人
柄
、

そ
し
て
地
に
根
づ
く
活
動
に
は
誰
も
が
魅
せ

ら
れ
る
だ
ろ
う
。

　
「
海
外
へ
の
雄
飛
」、
本
学
で
改
め
て
意

識
さ
れ
て
い
る
。
ト
レ
ン
デ
ィ
な
海
外
で

ト
ン
デ
ル
人
で
は
な
く
、
エ
ル
ン
ス
ト
・

バ
ル
ラ
ハ
が
言
わ
れ
な
き
汚
名
の
な
か
で
も
、

過
去
、
現
代
そ
し
て
将
来
に
わ
た
り
、
そ
の

人
間
的
存
在
感
で
人
々
を
魅
了
し
つ
づ
け
る

よ
う
に
、
彼
を
代
表
と
す
る
本
学
の
卒
業
生

達
は
日
々
、
悩
み
と
苦
し
み
を
伴
う
喜
び
の

な
か
で
、
雄
飛
し
て
い
る
こ
と
を
こ
の
冬
の

ド
イ
ツ
で
知
っ
た
。

ン
ド
ネ
シ
ア
・
カ
リ
マ
ン
タ
ン（
ボ
ル

ネ
オ
）島
の
中
央
山
岳
民
族
カ
ヤ
ン（
ブ

サ
ン
、バ
ハ
ウ
な
ど
と
も
）の
口
頭
伝
承
で
は
、

人
間
が
空
を
と
ぶ
様
子
が
し
ば
し
ば
語
ら
れ

る
。
登
場
人
物
た
ち
は
鳥
に
変
身
し
て
天
界

か
ら
地
上
に
降
り
た
つ
、
羽
衣
を
着
て
天
界

に
昇
る
…
彼
ら
の
多
く
は
貴
族
層
の
先
祖
で

あ
り
、
こ
う
し
た
描
写
も
単
に
物
語
を
も
り

あ
げ
る
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
で
は
な
く
、「
生
ま
れ

つ
き
超
自
然
的
力
を
も
つ
尊
い
生
ま
れ
」の

含
意
を
も
つ
。
鳥
類
へ
の
変
化
や
羽
衣
は
古

今
東
西
み
ら
れ
る
普
遍
的
な
語
り
で
あ
り
、

白
鳥
に
変
身
し
て
レ
ダ
を
誘
惑
し
た
ギ
リ
シ

ア
神
話
の
ゼ
ウ
ス
、
中
国
や
日
本
の
羽
衣
天

女
民
話
な
ど
、
枚
挙
に
遑
が
な
い
。

だ
が
よ
り
興
味
深
い
の
は
、
カ
ヤ
ン
の
伝

承
で
は
と
ぶ
行
為
が
し
ば
し
ば
水
上
生
活

で
の
所
作
に
な
ぞ
ら
え
ら
れ
る
の
が
多
い
こ

と
で
あ
る
。
例
え
ば
、
あ
る
村
の
首
長
の
病

を
治
す
た
め
に
召
喚
さ
れ
た
祖
霊
は
、
そ
の

姿
を
み
て
し
ま
っ
た
首
長
の
妻
を
さ
ら
っ
て

い
く
の
に
空
飛
ぶ
舟
で
現
れ
る
。
ま
た
、
別

な
伝
承
で
婚
礼
や
戦
な
ど
で
集
ま
っ
た
人
々

が
、
男
は
そ
れ
ぞ
れ
楯
に
、
女
は
笠
に
乗
っ

て
と
び
た
つ
シ
ー
ン
も
、
こ
う
し
た
日
用
品

が
実
際
に
水
辺
で
浮
板
や
魚
籠
の
代
用
品
と

し
て
使
わ
れ
る
と
い
う
背
景
に
基
づ
い
て
い

る
。そ

の
他
、
善
良
な
神
々
を
追
い
払
い
、
絶

大
な
権
力
を
ふ
る
う
に
至
っ
た
女
首
長
が
、

天
界
に
座
し
た
後
も
子
孫
を
釣
り
竿
で
釣
り

上
げ
て
は
干
渉
す
る
と
い
う
場
面
も
あ
る
。

こ
の
世
界
観
は
今
日
も
、
小
枝
に
結
ん
だ
糸

の
先
に
小
さ
な
果
実
や
南
瓜
な
ど
を
つ
け
て

子
ど
も
の
魂
に
み
た
て
、
冥
界
か
ら
引
き
上

げ
る
所
作
を
し
て
そ
の
子
の
健
康
と
安
全

を
祈
る
ダ
ン
ガ
イ
儀
礼
に
み
る
こ
と
が
で
き

る
。カ

ヤ
ン
が
属
す
る
オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語

族
は
、
八
千
年
か
ら
一
万
年
ほ
ど
前
に
中
国

大
陸
南
部
に
お
り
、
氷
河
期
の
終
焉
に
と
も

な
う
海
面
上
昇
な
ど
に
よ
っ
て
台
湾
へ
、
台

湾
か
ら
東
南
ア
ジ
ア
や
太
平
洋
の
島
々
へ
拡

散
し
て
い
っ
た
と
い
わ
れ
る
。
近
現
代
の
欧

米
人
を
別
に
す
れ
ば
、
彼
ら
が
世
界
で
も
っ

と
も
広
範
囲
に
わ
た
る
民
族
移
動
を
、
大
型

帆
船
も
飛
行
機
も
な
く
、
究
極
の
ロ
ー
テ
ク

と
も
い
え
る
ア
ウ
ト
リ
ガ
ー
（
腕
木
）カ
ヌ
ー

で
成
し
遂
げ
た
の
で
あ
る
。

む
ろ
ん
、
航
海
や
漁
と
い
う
モ
チ
ー
フ
も
、

オ
ー
ス
ト
ロ
ネ
シ
ア
語
族
だ
け
で
な
く
中
華

圏
や
中
東
な
ど
に
も
存
在
し
て
い
る
。
そ
れ

で
も
、
島
か
ら
島
へ
と
漂
泊
し
な
が
ら
太
平

洋
を
制
覇
し
た
民
族
の
記
憶
が
、
自
分
た
ち

の
も
っ
と
も
慣
れ
親
し
ん
だ
生
業
を
飛
翔
の

メ
タ
フ
ァ
ー
と
し
て
選
ば
せ
る
傾
向
に
あ
っ

た
こ
と
は
、
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
。

世
紀
初
頭
の
ロ
シ
ア
・
ア
ヴ
ァ
ン
ギ
ャ

ル
ド
芸
術
は
、
社
会
の
進
歩
に
貢
献
し

た
い
と
の
願
い
か
ら
芸
術
と
科
学
技
術
の
融

合
を
目
指
し
た
。イ
オ
ガ
ン
ソ
ン
と
い
う
ア
ー

テ
ィ
ス
ト
な
ど
、
技
術
的
発
明
に
意
欲
を
燃

や
し
た
と
い
う
。「
発
明
家
」を
自
称
し
た
彼

は
、
実
際
に
そ
の
後
半
生
を
純
然
た
る
科
学

技
術
の
研
究
に
送
り
、
芸
術
を
否
定
す
る
芸

術
家
に
な
っ
た
。
こ
う
し
た
芸
術
家
の
科
学

志
向
を
ロ
シ
ア
で
最
初
に
象
徴
的
に
示
し
た

の
が
、
実
現
す
れ
ば
高
さ
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
は
ず
だ
っ
た《
第
三
イ
ン
タ
ー
記

念
塔
》の
模
型
だ
。
ら
せ
ん
を
描
い
て
上
昇

し
て
い
く
こ
の
塔
の
イ
メ
ー
ジ
は
、
ブ
ッ
ク

デ
ザ
イ
ン
の
分
野
に
お
い
て
大
正
新
興
芸
術

を
代
表
す
る
萩
原
恭
二
郎
の
詩
集『
死
刑
宣

告
』に
収
め
ら
れ
て
い
る
リ
ノ
リ
ウ
ム
版
画

の
モ
チ
ー
フ
に
な
る
ほ
ど
世
界
的
な
影
響
力

を
も
つ
こ
と
に
な
っ
た
。
同
様
の
上
昇
の
イ

メ
ー
ジ
は
、自
身
ロ
シ
ア
最
初
期
の
パ
イ
ロ
ッ

ト
で
あ
っ
た
詩
人
カ
メ
ン
ス
キ
ィ
が
ワ
ル

シ
ャ
ワ
で
の
飛
行
体
験
に
基
づ
い
て
書
い
た

詩
―
―
飛
行
を
か
た
ど
る
よ
う
に
詩
行
が
三

角
形
に
配
置
さ
れ「
下
か
ら
上
に
読
む
こ
と
」

と
い
う
指
示
が
添
え
ら
れ
て
い
る
視
覚
詩
に

も
見
て
と
る
こ
と
が
で
き
る
。

不
幸
な
こ
と
に
、
ロ
シ
ア
の
前
衛
芸
術
は

ス
タ
ー
リ
ン
の
手
に
よ
っ
て
圧
殺
さ
れ
て
し

ま
っ
た
が
、
飛
行
機
は
そ
の
後
も
科
学
技
術

の
進
歩
と
啓
蒙
の
象
徴
で
あ
り
続
け
た
。
ソ

連
崩
壊
ま
で
毎
年
開
催
さ
れ
た
航
空
シ
ョ
ー

は
軍
事
的
な
だ
け
で
な
く
、
文
化
的
意
味
を

も
担
う
人
気
行
事
で
あ
っ
た
。

飛
行
機
の
発
明
以
前
か
ら
大
空
を
飛
ぶ

こ
と
が
人
類
古
来
の
夢
で
あ
り
、
進
歩
の
象

徴
で
あ
っ
た
こ
と
は
、「
飛
ぶ
」と
い
う
語
の

比
喩
的
な
用
例
に
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
思

う
。
一
八
六
二
年
、
特
急
列
車
が
ロ
ン
ド
ン
・

エ
ジ
ン
バ
ラ
間
を
結
ぶ
こ
と
に
な
っ
た
時
、

「
フ
ラ
イ
ン
グ
・
ス
コ
ッ
ツ
マ
ン
」
と
命
名
さ

れ
た
の
は
、
ラ
イ
ト
兄
弟
に
よ
っ
て
動
力
飛

行
機
が
発
明
さ
れ
る
四
〇
年
も
前
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
我
が
敬
愛
す
る
Ｋ
先
生
ほ
ど
で
は

な
い
が
、少
々
鉄
道
好
き
の
私
に
と
っ
て「
空

飛
ぶ
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
」
に
乗
車
す
る
こ

と
は
積
年
の
夢
だ
。
し
か
し
、
こ
の
夢
を
実

現
す
る
に
は
大
の
苦
手
の
飛
行
機
で
ブ
リ
テ

ン
島
ま
で
飛
ば
ね
ば
な
ら
ず
、
容
易
に
決
心

が
つ
か
な
い
。

0
2
0
年
の
東
京
へ
の
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク

招
致
の
話
題
ば
か
り
が
メ
デ
ィ
ア
に
取

り
ざ
た
さ
れ
て
い
る
が
、
そ
う
し
て
い
る
間

に
、
来
年
早
々
に
は
冬
季
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
が

ロ
シ
ア
の
ソ
チ
に
て
開
催
さ
れ
る
。
冬
季
の

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
種
目
の
一
つ
と
な
っ
て
い
る
ス

キ
ー
ジ
ャ
ン
プ
は
、
今
回
の
テ
ー
マ
に
最
も

ふ
さ
わ
し
い
か
も
し
れ
な
い
。
足
も
す
く
む

よ
う
な
急
斜
面
を
猛
ス
ピ
ー
ド
で
滑
降
し
、

そ
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
活
用
し
な
が
ら
空
中
を

鳥
の
よ
う
に
前
へ
と
突
き
進
む
よ
う
に
と
ぶ

の
で
あ
る
。

ソ
チ
大
会
で
は
、フ
リ
ー
ス
タ
イ
ル
ス
キ
ー

に
、「
ス
ロ
ー
プ
ス
タ
イ
ル
」
と
い
う
種
目
が

お
目
見
え
す
る
。
ス
キ
ー
の
滑
走
コ
ー
ス
に

設
定
さ
れ
た
ジ
ャ
ン
プ
台
や
手
す
り
状
の
ハ

ン
ド
ス
ロ
ー
プ
の
上
を
活
用
し
な
が
ら
、
ス

キ
ー
ヤ
ー
が
前
向
き
に
後
ろ
向
き
に
、
時
に

回
転
や
ひ
ね
り
、
開
脚
し
な
が
ら
ゲ
レ
ン
デ

を
と
び
回
る
。
方
向
も
形
式
も
、
今
ま
で
の

滑
り
方
に
も
全
く
枠
に
は
め
ら
れ
る
こ
と
の

な
い
こ
の
ス
ロ
ー
プ
ス
タ
イ
ル
は
、
若
者
た

ち
の「
ク
ー
ル
」
な
雪
遊
び
の
延
長
線
上
に

展
開
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
印
象
を
持
つ
。

イ
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「
天 

近藤　雄二
（こんどう　ゆうじ）

地文研兼任研究員。
労働衛生学、労働科学、人間工学専攻。
ISO/TC159/SC3 幹事国委員会委員等、国際
規格づくりに参画。国際参加プロジェクト担当。

空を「とぶ」天使

大平　陽一
（おおひら　よういち）

1955 年生まれ。
地文研専任研究員。
映画研究、ロシア文化論専攻。
共同研究部門担当。

高く昇って一点へ

山本　匡史
（やまもと　ただし）

1960 年生まれ。
地文研専任研究員。
文化人類学専攻。
教育部門担当。

魔女の航空便

倉光　ミナ子
（くらみつ　みなこ）

地文研兼任研究員。
ポリネシア地域研究、
人文地理学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

石飛びの舞台

奥島　美夏
（おくしま　みか）

1969 年生まれ。
地文研兼任研究員。
文化人類学、東南アジア地域研究専攻。

航海の記憶としての
飛翔

田里　千代
（たさと　ちよ）

1968 年生まれ。
地文研兼任研究員。
スポーツ人類学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

かっとびスキーヤー

井上　昭洋
（いのうえ　あきひろ）

1961年生まれ。
地文研専任研究員。
文化人類学専攻。
国際参加プロジェクト担当。

ウクレレ、
モクレレ、
ワイレレ
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2012年度の国際スポーツ交流実習は、二つの班に分かれ2月に
2週間の日程で実施されました。本実習は、スポーツをキーワードに、
国際交流と異文化理解を深めることを目的に昨年度からスタートした
実習で、国際学部と体育学部の共同で運営されています。第2回目と
なる本年度の実習には、当初の予想を上回る60名以上の学生からの
参加希望があったため、実習地は予定していた本学と学術交流協定
を結ぶマールブルク大学の他に、ドイツを代表する都市の一つである
ミュンヘンで行われました。（ミュンヘン班には36名の学生が参加し、
2月10日に出発。マールブルク班には26名の学生が参加し、2月12
日に出発）実習に参加した学生の中には、海外に行くこと自体が初め
ての学生もおり、出発前は楽しみ半分、現地での滞在や活動に不安
を抱く者も少なくなかったが、実習先となったマールブルク、ミュンヘン
ともに現地の方々の暖かいサポートもあり、全員が無事帰国すること
ができました。本稿では、学生の感想も交えながら、2週間にわたる
実習を振り返ってみたいと思います。

現地での活動は、両班とも午前中は現地の講師によるドイツ語の
授業を受講しました。実習に参加した学生のほとんどが、ドイツ語の
学習および生のドイツ語に触れる機会は今回が初めてとあって、受講
当初は緊張する姿も見られました。しかし、「初めてのドイツ語に触れた
のですが、先生がゲーム形式で教えてくださったので楽しくドイツ語を
勉強でき、「覚えたい !」という意欲がわきました。」（体育・3）と学生の
感想にもあるように、講師の先生によるコミュニケーションを中心とし
た工夫された授業を通して、楽しみながら学ぶ経験ができたようです。
実際に日が進むにつれて、ドイツ語での簡単な自己紹介や、数字の数
え方を修得するなど、進歩が見られたことが大変印象的でした。日程
の後半には、実際に街に繰り出し、学生自身が市場で買い物を行い、
レストランで料理や飲み物の注文を行うなど、より実践的な場でドイ
ツ語を使用する経験もしました。約1週間と短い期間でしたが「授業で
勉強したドイツ語は、実際に日常での会話やお店で使う言葉ばかりだっ
たので、学ぶ前と後では、気持ち的にも変化があり、後半の方ではお
店に入った時にも余裕ができて、もっと話せるようになりたいと思うよ
うになりました。」（体育・3）と、授業が終わる頃には語学の必要性や、
語学の学習への意欲を口にする学生が多数いました。

午後からは、主に地元のスポーツクラブを中心に、サッカー・バスケッ
トボール・ダンス・柔道など、それぞれが興味のある種目に分かれ、現

地の人たちと一緒にスポー
ツを行い、交流しました。
特に本学と協定関係にあ
るマールブルクにおいては、
古くより柔道を中心とした
交流が盛んに行われてお
り、本学の教員も指導者
や研究者として長期滞在し
た経緯があります。その際
に指導を受けた地元の人
たちも今回の活動に加わ
り、学生たちとともにスポー
ツを行いました。

近年、日本でも総合型
地域スポーツクラブの設立
が各地で進められています
が、地元のスポーツクラブ
が中心となり、年代や性別
を問わず、様々な人たちが
スポーツを楽しんでいるヨーロッパ型のスポーツ環境を目の当たりにし、
日本とヨーロッパのスポーツ文化の違いを感じていました。また、「柔
道のプログラムは、武道の視点を学ぶことができたので、とても勉強
になりました。日本の伝統が外国でどのように広まっているのか、どの
ような考えや意志のもとで行われているのかを知ることができました。」

（体育・3）や「ドイツでは、スポーツに対する価値観が人々の生活に根
付いていることを今回の実習でとても感じた。」（体育・3）、「スポーツの
活動を通じて、実習に参加したみんなやドイツの人たちとも言葉は通じ
なくても何か気持ちの面で通じ合えたのではないかと思う。」（体育・2）
と、今日議論が行われている武道のあり方や、学校体育やスポーツの
現場における指導方法・体罰について改めて考えるきっかけとなった学
生もいました。

ドイツ滞在中、マール
ブルク班は2泊3日の日
程で、大聖堂で有名なケ
ルンにも訪れました。ヨー
ロッパでも有数の体育
大学であるケルン体育
大学を訪れ、天理にも
一度訪れたダンス研究
所のティート先生の指導
の下、身体コミュニケー
ションの授業を受講しま
した。授業ではダンスの
枠にとどまらず、身体を

使った表現について学び、参加した学生たちは社交ダンスやヒップ・ホッ
プなどのダンスを楽しみながら汗を流していました。その他にも、ケル
ン大聖堂やオリンピック博物館なども見学し、充実した滞在となったよ
うです。ミュンヘン班も、1972年に開催されたオリンピックの会場となっ
たオリンピック公園を訪れ、広大なスポーツ施設を見学したり、サッカー
の名門・バイエルンミュンヘンの公開練習を見学するなど、様 な々スポー
ツ文化にも触れる経験をしました。

上記の活動以外にも、今回の実習では、マールブルク市の招待に
よる市長との懇談やレセプション、そしてプロサッカー（ブンデスリーガ）
の観戦など様々な活動を通じて、ドイツ文化の理解や人 と々の交流を
行うことができました。多くの学生が「今回の実習を通じて、もっと視
野を広げてみようと思いました。部活動にしても、私生活にしても、多
くの選択肢を持ち、普段から創造力をふくらませていきたい。」（体育・
3）と感想の中で述べているように、参加した学生たちはこの実習を通
じて新しい世界に触れ、確実に成長したのではないかと思います。是非、
今回の経験を今後の学生生活に繋げてもらえれば幸いです。

1. 活動内容とその準備
　天理大学では外国語による語劇を大学祭で実施していますが、今
回の活動内容はカンボジア語による語劇です。参加学生にとってはた
いへん難しい内容でしたが、その分、現地活動をやり終えた後の達成
感は大きなものでした。国内でカンボジア語の指導を受けるのはなか
なか難しいのですが、天理教語学院で日本語を学ぶカンボジア人学
生の支援を受けることができ、練習を重ねてきました。
　参加学生の18名（国際文化・国際学部15名、文学部2名、人間
学部1名）は、現地活動の前に半年間の事前研修（2012年9月〜
2013年2月）で準備・練習を行ってきました。事前研修ではとにかく
セリフを暗記することに集中し、毎週火曜日の夕方から夜遅くまで練習
しました。また、研修期間中に1泊2日の合宿を2回行いました。筆者
は本学出身ですが、学生時代には毎年大学祭の語劇に携わっていま
した。その経験を活かして、脚本と演出を担当しました。語劇はいわば
本学の伝統です。この伝統があればこそ実現した今回のプロジェクト
であると思います。
　語劇の内容は2種類用意しました。「人を助ける心」をテーマに、仲
良く助け合うことの大切さを伝える道徳劇『心の宝』と、日本語と英語
を教える外国語劇『言葉の国の案内人』です。カンボジアの小学校で
は、一コマの授業時間に道徳・外国語劇を合わせて上演しました。

2. 現地での活動
　現地活動は13日間（2013年2月16日〜28日）行いました。プノン
ペンとシエムリアプを中心として、3つの小学校（ポチェントン小学校、
プラサカット小学校、プムストン小学校）で、延べ13回の語劇を上演
しました。首都プノンペンの大きな小学校や、首都から車とボートで2
時間かけて到着した田舎の小学校もありました。訪れる学校によって、
周辺の地域や村、子どもたちの状況も様 で々した。

最初は学生たちのカンボジア語が通じるのか不安でしたが、現地
通訳者の補助もあり、子どもたちは学生の語劇をとても楽しんでくれた
ようです。劇を演ずる学生たちも、上演を重ねる中で日に日に成長す
る様子がよくわかりました。子どもたちの反応を見て、セリフの中にアド
リブを加えたり、子どもたちの席の近くまで歩み寄って劇に引き込んだ
りする工夫が、子どもたちを更に盛り上げていました。しかし、都会の
子どもたちとは違い、農村の小学校では、緊張していたのか外国語の
反復練習に反応しない子どもたちがあり、戸惑うことがありました。子
どもたちは、外国人を見るのが初めてということもあって、緊張してい

たのだと思いますが、劇を見る眼差しはとても真剣なものでした。学
生たちの一生懸命な演技は、きっと子どもたちの心に届いただろうと
思います。農村の子どもたちは、言葉や表情で表現することは少なかっ
たのですが、お別れの時には野花を摘んで学生たちに渡し、頬にキス
をして感謝を示してくれていました。

現地活動では、小学校での教育支援活動の他に様々な活動を取
り入れています。例えば、ツールスレン博物館、キリングフィールドを
見学して、ポル・ポト政権時代の歴史を学び、国際協力機構（JICA）
カンボジア事務所で国際協力活動のレクチャーを受け、シエムリアプ
では世界遺産・アンコール遺跡群を見学しました。こうして13日間の
活動を無事に終了し、2月28日に帰国しました。

3. カンボジアでの生活と健康管理
　1週間余り滞在したプノンペンでは、空港近くのゲストハウスに宿泊
しました。午前中に小学校での活動を行い、午後からはカンボジアの
生活文化を学ぶ活動として、王宮、国立博物館、セントラルマーケット
などを訪問しました。食事はいつもゲストハウスやレストランでとり、水
はペットボトルのものを飲用しました。飲食には細心の注意を払ってい
ましたが、どうしても胃腸系の感染症によってお腹の調子が悪くなり、
学生たちは劇の合間にトイレに駆け込むこともありました。劇を上演す
るためには一人のキャストも欠かすことができません。このため健康管
理には大変神経を使いましたが、活動の後半には熱中症で夜中に病
院に行く学生もありました。そんな中でも述べ13回の語劇公演を一人
も欠けることなく実施することができました。健康管理を熱心に担当し
て下さったスタッフ（大学職員の椋野和子氏）のお蔭だと思います。

4. 参加学生の感想「あきらめていた夢が
　復活 !」「自分もやればできるんだ !」
　18名の学生は、現地活動の最後のミーティングで目に涙を浮かべ
ながら感想を述べてくれました。中には「あきらめていた夢（教員になる
こと）にもういちど挑戦したい」「誰かのために何かをすることの大切さ
に気付いた」「“自分もやればできるんだ”ということが分かった」「今ま
での自分の夢が小さく感じた。夢の幅がひろがった」「こんどは一人で
カンボジアに行きたい」「海外で生活してみたい」「カンボジアで決意し
たことを忘れず暮らしていきたい」など、未来に向けて力を得た様子が
伺えます。
　その他、「日本での生活がどれだけ有難いことかが身に染みて感じ
られた」「（日本での生活に関して）カンボジアに来て初めて気づいたこ
とがとても多い」「幸せとは何かについて考えさせられた」「子どもたち
の学校に行けることの“喜び”“学ぶ意欲”を感じた」など、異文化体
験から日本での生活を再確認する感想が多く聞かれました。
プロジェクトに参加した学
生が現地活動を終えると
精神的に大きく成長して
いる様子が感じられること
は、担当者としてこの上な
い喜びです。これからも一
人でも多くの学生にこのプ
ロジェクトに参加してもらい
たいと思っています。

第13回
「国際参加プロジェクト
（カンボジア）」報告

2012年度
「国際スポーツ交流実習」報告

　2013 年 2 月、カンボジア王国では 2 回目の活動になる 
第13 回「国際参加プロジェクト」の現地活動を実施しました
ので報告します。

地域文化研究センター専任研究員　関本　克良 地域文化研究センター兼任研究員　備前　嘉文

活動報告 活動報告

ドイツ語のクラスで、街中に出て買い物をする様子

スポーツ交流の様子

マールブルクでの活動が、現地の新聞にも取り上げ
られる「出典：Oberhessische Presse Marburg」

道徳劇「心の宝」 外国語劇「言葉の国の案内人」

日本語で自己紹介の練習をする

半年前に日本人の援助で初めて学校ができた（プラサカット村）
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ワ
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『ハワイを知るための60章』
山本真鳥・山田亨（編著）

　世界各地域の概要を分かりやすく
解説したエリア・スタディーズ（明石書
店）の1冊。19世紀後半以降、多くの
移民を受け入れてきた多文化社会の
ハワイを、地理、歴史、文化、観光開
発、先住民運動、日本との関係など
の分野において解説したのが本書で
ある。井上は、第31章「アイデンティ
ティの回復を目指して―ハワイアン・ル
ネサンス」と第33章「カホオラヴェ島
からアカカ法案まで―ハワイ人の主権
運動」を執筆担当。 （井上昭洋）

『現代インドネシアを知るための60章』

村井吉敬・佐伯奈津子・間瀬朋子 ( 編著）

　観光や企業進出、震災などで日本
人にも馴染みの深いインドネシアは、
近年の先進諸国の不況と対照的な好
景気に沸き、世界的プレゼンスを高め
ている。そのような情勢を踏まえて、
このたび『インドネシアを知るための
50章』（2004 年、同社刊）のアップ
デート版が刊行された。奥島は第57
章「来日する移住労働者　　技能研
修生から看護師・介護福祉士候補ま
で」を執筆している。 （奥島美夏）
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