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イ
ラ
ン
、
ス
イ
ス
、
広
島

井
上

ア
ジ
ミ
さ
ん
の
出
身
地
は
ど

ち
ら
で
す
か
？

ア
ジ
ミ

イ
ラ
ン
に
生
ま
れ
て
、
幼
少

時
代
は
パ
キ
ス
タ
ン
と
ト
ル
コ
で
過
ご

し
ま
し
た
。
17
歳
の
と
き
に
ス
イ
ス

に
来
ま
し
た
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
の
大
学
を

卒
業
し
て
す
ぐ
に
、
国
連
の
ユ
ニ
タ
ー

ル
に
研
究
生
と
し
て
は
い
り
ま
し
た
。

国
籍
は
ス
イ
ス
で
す
が
、
私
の
心
の
故

郷
は
イ
ラ
ン
と
ス
イ
ス
で
す
。

井
上

何
ヶ
国
語
に
堪
能
で
す
か
。

ア
ジ
ミ

母
国
語
は
ペ
ル
シ
ャ
語
で

す
。
教
育
は
英
語
と
フ
ラ
ン
ス
語
で

受
け
ま
し
た
。
イ
タ
リ
ア
語
、
ス
ペ

イ
ン
語
は
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
駐
在
時
に

習
得
し
ま
し
た
。
ト
ル
コ
語
も
話
せ

ま
す
。
日
本
語
は
い
ま
勉
強
中
で
す
。

井
上

日
本
文
化
に
も
関
心
を
持
っ

て
お
ら
れ
る
よ
う
で
す
が
。

ア
ジ
ミ

1
9
8
5
年
、
日
本
を
は

じ
め
て
訪
れ
た
と
き
に
、
友
人
に
連

れ
て
行
っ
て
も
ら
っ
た
旅
館
で
三
味

線
の
音
に
出
会
い
ま
し
た
。
あ
の
三

味
線
と
い
う
弦
楽
器
は
、
中
近
東
出

身
の
者
に
は
、
た
い
へ
ん
親
し
み
が

も
て
ま
す
。
日
本
は
東
洋
の
は
ず
れ

に
位
置
し
て
い
ま
す
が
、
私
た
ち
の

文
化
と
弦
楽
器
を
通
し
て
も
歴
史
的

に
深
く
つ
な
が
っ
て
い
る
と
い
う
印

象
を
持
ち
ま
し
た
。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
精
神

井
上

2
0
0
3
年
7
月
に
、
ユ
ニ

タ
ー
ル
の
ア
ジ
ア
太
平
洋
地
域
広
島

事
務
所
が
設
置
さ
れ
ま
し
た
。
な
ぜ

広
島
な
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ジ
ミ

ユ
ニ
タ
ー
ル
の
本
部
が
あ
る
ジ

ュ
ネ
ー
ブ
も
広
島
も
、
そ
の
名
前
は
、

世
界
中
に
知
ら
れ
て
い
ま
す
。
都
市
の

サ
イ
ズ
は
小
さ
く
て
も
、
こ
の
両
都
市

か
ら
世
界
に
発
信
さ
れ
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

は
パ
ワ
フ
ル
で
す
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
の

難
民
の
子
ど
も
た
ち
で
も
、「
ひ
ろ
し
ま
」

と
い
う
名
前
は
よ
く
知
っ
て
い
ま
す
。
私

た
ち
の
国
は
い
ま
戦
乱
で
破
壊
さ
れ
て

い
る
が
、「
ひ
ろ
し
ま
」が
60
年
前
の
原

爆
に
よ
る
廃
墟
か
ら
見
事
に
よ
み
が
え

っ
た
よ
う
に
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
も
確
実

に
復
興
で
き
る
と
い
う
希
望
と
勇
気

が
、「
ひ
ろ
し
ま
」か
ら
与
え
ら
れ
る
の

で
す
ね
。

ジ
ュ
ネ
ー
ブ
に
は
、
国
際
連
盟
の
本

部
が
置
か
れ
る
前
、
20
世
紀
初
頭
に

発
足
し
た
国
際
赤
十
字
の
本
部
ほ
か
、

数
多
く
の
国
連
組
織
の
本
部
が
あ
り

ま
す
。
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
精
神
と
は
、
数
量

よ
り
も
質
、つ
ま
りsp

irit
m

atters
（
心
か
ら
大
切
）と
い
う
こ
と
で
す
。
広

島
と
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
と
い
え
ば
、
ま
ず
思

い
出
す
人
は
あ
の
マ
ル
セ
ル
･
ジ
ュ
ノ

ー
医
師
で
す
ね
。
1
9
4
5
年
の
9
月

に
、
彼
は
被
爆
直
後
の
広
島
に
50
ト
ン

の
医
薬
品
を
持
ち
込
み
ま
し
た
。

井
上

日
本
に
は
現
在
22
の
国
連
関

連
組
織
が
あ
り
ま
す
が
、
そ
の
仕
事

の
大
半
は
連
絡
事
務
所
的
な
も
の
で

す
。
ユ
ニ
タ
ー
ル
の
独
自
性
と
は
ど

こ
に
あ
る
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ジ
ミ

日
本
に
あ
る
22
の
す
べ
て
の

国
連
組
織
は
、
同
じ
国
連
憲
章
に
あ

る
精
神
に
も
と
づ
い
て
活
動
し
て
い
ま

す
。
東
京
に
あ
る
国
連
大
学
は
最
も

規
模
の
大
き
な
組
織
だ
と
思
い
ま
す
、

そ
の
中
で
ユ
ニ
タ
ー
ル
は
特
に
変
革
と
い

う
考
え
方（concept

of
change

）に

則
り
能
力
開
発（cap

acity
b
u
ild

-

in
g

）に
力
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
日
本

の
優
れ
た
侍
は
、
茶
道
や
書
道
と
い
う

道
に
も
秀
で
て
い
た
と
聞
い
て
い
ま
す
。

能
力
開
発
に
は
一
つ
の
分
野
に
傑
出
す

る
だ
け
で
な
く
、
他
の
分
野
も
取
り
込

ん
だ
総
合
的
な
人
格
の
育
成
が
重
要

だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
っ
た
意
昧
で
、

能
力
開
発
と
は
理
論
的
、
学
問
的
な

領
域
、
あ
る
い
は
調
査
研
究
の
技
術
な

ど
に
優
れ
た
人
材
育
成
を
目
指
す
だ

け
で
な
く
、
全
人
格
的
な
も
の
の
訓
練

に
も
重
点
を
置
い
て
い
ま
す
。
こ
の
点
が

ユ
ニ
タ
ー
ル
の
独
自
性
だ
と
思
い
ま
す
。

物
質
主
義
と
の
戦
い

井
上

い
ま
世
界
的
な
問
題
と
し
て

テ
ロ
リ
ズ
ム
の
問
題
が
あ
り
ま
す
。

ア
ジ
ミ

「
ひ
ろ
し
ま
」は
、
人
類
生
存

の
極
端
な
物
質
主
義
的
限
界
を
示
し

て
い
る
と
思
い
ま
す
。
テ
ロ
は
物
質
主
義

の
表
れ
で
す
。
考
え
て
み
れ
ば
人
類
の

歴
史
は
こ
の
物
質
主
義
と
の
戦
い
で
し

た
。
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
戦
争
が
一
段
落
し

て
、
こ
の
物
質
主
義
は
ど
こ
に
行
こ
う

と
し
て
い
る
の
か
は
分
か
り
ま
せ
ん
。

井
上

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
い
た
る
と

こ
ろ
に
「
物
質
主
義
」
は
散
ら
ば
っ
て

い
き
ま
し
た
。
タ
リ
バ
ン
時
代
に
は
考

え
ら
れ
な
か
っ
た
現
象
で
す
が
、
麻

薬
の
原
料
で
あ
る
芥
子
栽
培
は
増
加

す
る
ば
か
り
で
、
世
界
生
産
の
約
9

割
近
く
を
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
が
占
め
る

ま
で
に
な
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
。
芥
子

栽
培
で
裕
福
に
な
っ
た
人
た
ち
が
建

て
た
豪
邸
は
、
表
面
的
に
は
被
災
地

復
興
の
よ
う
に
見
え
ま
す
が
、
実
際

は
内
面
の
堕
落
の
象
徴
で
あ
り
、
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
人
を
内
面
か
ら
も
崩
壊

さ
せ
る
も
の
で
す
。
表
面
の
物
理
的

復
興
と
内
面
か
ら
の
精
神
の
崩
壊
と

い
う
同
時
進
行
の
パ
ラ
ド
ッ
ク
ス
の
拡

大
に
ど
の
よ
う
に
し
て
歯
止
め
を
か

け
れ
ば
よ
い
の
で
し
ょ
う
か
。

ア
ジ
ミ

サ
ダ
ム
・
フ
セ
イ
ン
や
タ

リ
バ
ン
の
時
代
が
現
在
の
状
態
よ
り

も
安
全
で
あ
っ
た
と
い
う
評
価
は
、

基
本
的
人
権
の
尊
重
と
い
う
視
点
か

ら
す
る
と
、
比
較
そ
の
も
の
が
正
し

い
と
は
思
え
ま
せ
ん
。
大
多
数
の
自

由
と
人
権
を
求
め
る
人
た
ち
は
フ
セ

イ
ン
の
時
代
に
戻
り
た
い
と
は
思
っ

て
い
ま
せ
ん
。
恥
ず
べ
き
こ
と
で
す

が
、
問
題
の
所
在
は
復
興
に
関
わ
る
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ユ
ニ
タ
ー
ル
（U

n
ite
d
N
a
tio
n
s

In
s
t
it
u
t
e
fo
r
T
ra
in
in
g
a
n
d

R
e
s
e
a
rc
h

＝
国
連
訓
練
調
査
研
究

所
、
本
部
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
）。
開
発
途
上

国
の
政
府
関
係
者
、
研
究
者
や
N
G

O
関
係
者
な
ど
を
対
象
に
、
開
発
お

よ
び
平
和
、
安
全
の
分
野
で
の
訓
練

プ
ロ
グ
ラ
ム
を
計
画
・
遂
行
す
る
国

際
機
関
で
あ
る
。
ユ
ニ
タ
ー
ル
・
ア
ジ

ア
･
太
平
洋
地
域
広
島
事
務
所
長
の

ナ
ス
リ
ン
･
ア
ジ
ミ
さ
ん
に
、
ユ
ニ

タ
ー
ル
及
び
広
島
事
務
所
の
活
動
に

つ
い
て
伺
っ
た
。
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人
た
ち
の
無
能
力
、
無
知
、
傲
慢
と

い
っ
た
も
の
に
あ
る
の
で
す
。
ア
フ
ガ

ニ
ス
タ
ン
は
25
年
間
も
続
い
た
戦
争

で
徹
底
的
に
破
壊
さ
れ
ま
し
た
。

「
ひ
ろ
し
ま
」
も
原
爆
投
下
か
ら
7

年
経
過
し
て
も
、
ノ
グ
チ
イ
サ
ム
や

丹
下
健
三
の
言
葉
を
借
り
れ
ば
、
そ

こ
は
砂
漠
の
よ
う
だ
っ
た
と
い
う
こ

と
で
す
。
こ
の
よ
う
に
、
国
家
の
再

建
に
は
時
間
が
か
か
る
の
で
す
。

ユ
ニ
タ
ー
ル
の
役
割

井
上

ユ
ニ
タ
ー
ル
が
進
め
て
い
る

プ
ロ
グ
ラ
ム
に
つ
い
て
ご
紹
介
く
だ

さ
い
。

ア
ジ
ミ

ユ
ニ
タ
ー
ル
は
調
査
訓
練
研

究
所
で
す
が
、
現
在
は
、
調
査
活
動

よ
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
で
の
人
材

能
力
開
発
を
目
的
と
し
た
ト
レ
ー
ニ

ン
グ
活
動
に
力
点
を
置
い
て
い
ま
す
。

第
一
期
の
3
年
間
は
、
紛
争
後
の

国
々
に
お
け
る
人
材
能
力
開
発
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
奨
学
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
、
世

界
遺
産
の
管
理
と
保
全
、
国
際
経
済

と
金
融
、
海
洋
と
人
間
の
安
全
保
障
、

平
和
維
持
活
動
、
生
物
多
様
性
と
い

っ
た
テ
ー
マ
を
研
究
し
、
国
際
シ
ン
ポ

ジ
ウ
ム
や
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
開
催
し

て
い
ま
す
。
い
ず
れ
も
ア
ジ
ア
・
太
平

洋
地
域
に
焦
点
を
あ
わ
せ
て
、
訓
練

の
枠
組
み
が
構
築
さ
れ
て
い
ま
す
。

井
上

特
に
、
平
和
維
持
活
動
と
紛

争
か
ら
の
復
興
・
国
家
建
設
は
、
ユ

ニ
タ
ー
ル
に
と
っ
て
最
重
要
分
野
だ

と
思
い
ま
す
が
。

ア
ジ
ミ

ユ
ニ
タ
ー
ル
本
部
は
、
年
間

2
0
0
余
り
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
や
シ
ン

ポ
ジ
ウ
ム
を
世
界
各
地
で
開
催
し
て
い

ま
す
。
ま
た
ア
ジ
ア
に
お
い
て
は
、
1
9

9
4
年
か
ら
シ
ン
ガ
ポ
ー
ル
政
策
問
題

研
究
所
や
日
本
国
際
問
題
研
究
所
な

ど
と
共
同
し
て
国
連
平
和
維
持
活
動

に
関
し
て
毎
年
国
際
会
議
を
開
催
し

て
き
ま
し
た
。
2
0
0
5
年
度
か
ら
は

こ
の
会
議
を
広
島
事
務
所
と
連
携
し

て
よ
り
充
実
し
て
い
こ
う
と
考
え
て
い

ま
す
。
平
和
構
築
と
い
う
視
点
か
ら

注
目
す
べ
き
広
島
ユ
ニ
タ
ー
ル
の
活
動

は
、
な
ん
と
言
っ
て
も
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ

ン
･
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
し
ょ
う
。
各
方

面
で
復
興
に
関
わ
る
人
材
能
力
開
発

プ
ロ
グ
ラ
ム
は
、
2
0
0
3
年
度
中
期

に
国
連
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
支
援
派
遣
団

（
U
N
A
M
A
）と
の
協
力
の
下
に
開
始

さ
れ
、フ
ェ
ロ
ー
の
井
上
さ
ん
に
も
カ
ブ

ー
ル
で
の
視
察
や
、
帰
国
し
て
か
ら
こ

の
プ
ロ
グ
ラ
ム
立
案
に
協
力
い
た
だ
き

ま
し
た
。
第
一
期
生
25
名
の
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
人
は
成
田
空
港
到
着
後
、
広

島
会
議
の
前
に
天
理
で
2
泊
し
ま
し

た
が
、い
ろ
い
ろ
お
世
話
い
た
だ
い
て
あ

り
が
た
く
思
っ
て
い
ま
す
。

井
上

と
こ
ろ
で
ユ
ニ
タ
ー
ル
は
そ

の
活
動
を
広
げ
る
た
め
に
、
世
界
の
大

学
や
研
究
所
と
研
究
協
力
の
た
め
の

共
同
研
究
合
意
契
約（
M
O
U
）を
結

ん
で
お
ら
れ
る
と
聞
い
て
い
ま
す
が
。

ア
ジ
ミ

ユ
ニ
タ
ー
ル
で
は
平
和
維

持
に
関
す
る
通
信
教
育
（
P
O
C
I
）

を
英
語
･
仏
語
・
独
語
で
行
っ
て
い

ま
す
。
受
講
者
は
1
万
人
を
超
え
て

い
ま
す
。
ま
た
M
O
U
は
テ
キ
サ
ス

大
学
や
シ
ー
ト
ン
ホ
ー
ル
大
学
な
ど

と
結
ん
で
い
ま
す
。
日
本
で
は
広
島

平
和
研
究
所
、
広
島
大
学
、
広
島
平

和
科
学
研
究
所
、
海
洋
政
策
研
究
所
、

そ
し
て
も
ち
ろ
ん
天
理
大
学
も
教
育

研
究
機
関
と
し
て
ユ
ニ
タ
ー
ル
の
パ

ー
ト
ナ
ー
と
な
っ
て
い
た
だ
い
て
い

ま
す
。
日
本
語
に
よ
る
P
O
C
I
を

天
理
大
学
で
進
め
ら
れ
ま
せ
ん
か
。

井
上

天
理
大
学
の
地
域
文
化
研
究

セ
ン
タ
ー
で
は
、
い
ま
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン

の
カ
ブ
ー
ル
大
学
と
M
O
U
を
結
ん

で
、
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
の
制
作

に
か
か
っ
て
い
ま
す
、
カ
ブ
ー
ル
大
学

に
は
撮
影
機
具
が
戦
争
で
失
わ
れ
映

画
学
科
は
あ
っ
て
も
、
機
具
が
な
い
と

い
う
悲
惨
な
状
態
が
続
い
て
い
ま
し

た
。
そ
れ
を
天
理
大
学
や
N
G
O
が

寄
付
を
し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
の
地

平
か
ら
見
た
復
興
の
状
況
を
ド
キ
ュ

メ
ン
タ
リ
ー
風
に
撮
彰
し
て
も
ら
い
、

日
本
で
共
同
編
集
を
し
よ
う
と
い
う

試
み
で
す
、
い
わ
ば
文
化
芸
術
活
動

を
通
し
て
、
紛
争
地
の
自
立
復
興
に

貢
献
し
よ
う
と
い
う
も
の
で
す
ね
。

2
0
0
5
年
の
中
頃
ま
で
に
3
本
の

作
品
を
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
に
し
て
一
本

の
映
画
に
仕
上
げ
る
つ
も
り
で
す
。

ア
ジ
ミ

映
画
の
テ
ー
マ
は
何
で
す
か
。

井
上

カ
ブ
ー
ル
大
学
の
講
師
で
あ

り
、
映
画
監
督
で
も
あ
る
ム
サ
・
ラ

ド
マ
ニ
ッ
シ
ュ
監
督
の
撮
っ
た「
刻
の
中

の
女
性
」
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
初
の

大
統
領
選
挙
の
模
様
や
日
常
生
活
の

変
化
を
通
し
て
、
女
性
が
解
放
さ
れ

た
さ
ま
ざ
ま
な
局
面
を
伝
え
て
い
ま

す
。
フ
セ
イ
ン
・
ザ
ダ
さ
ん
の
「
偽
装

結
婚
の
果
て
」
は
、
い
ま
だ
根
強
く
残

っ
て
い
る
女
性
の
差
別
や
悲
惨
さ
を

も
の
が
た
り
、
ム
ハ
マ
ッ
ド
・
サ
ラ
ム
さ

ん
の
「
生
計
を
立
て
る
人
々
」
で
は
、

家
族
を
支
え
る
た
め
に
働
く
子
ど
も

た
ち
の
様
子
や
人
身
売
買
の
事
実
を

母
親
に
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
し
た
衝
撃
的

な
場
面
が
出
て
き
ま
す
。
最
初
の
作

品
は
、
や
や
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
将
来

に
対
し
て
オ
プ
テ
ィ
ミ
ス
テ
ィ
ッ
ク
な

希
望
の
持
て
る
表
現
に
な
っ
て
い
ま

す
が
、
次
の
作
品
は
、
現
実
は
ま
だ

ま
だ
悲
劇
的
だ
と
い
う
ペ
シ
ミ
ズ
ム

が
背
景
に
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
最
後

の
作
品
は
リ
ア
リ
ス
テ
ィ
ッ
ク
と
い
い

ま
し
ょ
う
か
、
実
存
的
な
現
実
主
義

に
貫
か
れ
た
作
品
に
な
っ
て
い
ま
す
。

い
ず
れ
も
30
年
間
も
の
戦
争
を
直
に

体
験
し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
で
な
い

と
撮
影
で
き
な
い
、
そ
し
て
描
き
得

な
い
場
面
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
ま
す

か
ら
、
と
て
も
イ
ン
パ
ク
ト
の
あ
る
作

品
に
仕
上
が
る
と
期
待
し
て
い
ま
す
。

ア
ジ
ミ

出
来
上
が
り
が
楽
し
み
で

す
ね
。
映
画
は
事
実
を
伝
え
知
っ
て

も
ら
う
だ
け
で
な
く
、
理
解
し
て
も

ら
う
た
め
の
強
力
な
情
報
手
段
だ
と

思
い
ま
す
。
私
た
ち
に
協
力
で
き
る

こ
と
が
あ
れ
ば
、
遠
慮
な
く
お
っ
し

ゃ
っ
て
く
だ
さ
い
。

井
上

本
日
は
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
に
ご

協
力
い
た
だ
き
、
誠
に
有
難
う
ご
ざ

い
ま
し
た
。

井上　昭夫 （いのうえ　あきお）

1936年生まれ。ハワイ大学卒業。天理大学おやさと研
究所長。国連UNITAR広島誘致に尽力。現在同特別
シニア･フェロー。その活動はユニタール広島開設記念
誌『復興・ひろしま・国連－この星に生まれて』中国
新聞社刊（2004）に英日文で詳しく紹介されている。

聞き手：井上昭夫　　

ユニタールユニタール 
（UNITAR）　の独自性 
ユニタール
（UNITAR）



バ
オ
バ
ブ
の
木
の
下
で

薪
集
め
す
る
重
労
働
を
思
う

ア
フ
リ
カ
の「
木
」
と
い
え
ば
、
何
を
思
い
出
す

だ
ろ
う
か
。
現
地
に
行
か
れ
た
方
か
ら
は
、
ジ
ャ

カ
ラ
ン
ダ
の
並
木
道
と
い
う
答
え
が
か
え
っ
て
く

る
か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
、
ジ
ャ
カ
ラ
ン
ダ
は
熱
帯

ア
メ
リ
カ
原
産
で
あ
る
。
ア
フ
リ
カ
原
産
と
い
え

ば
、
や
は
り
バ
オ
バ
ブ
を
挙
げ
る
人
が
多
い
の
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
に
生
え

る
バ
オ
バ
ブ
は
、
乾
季
に
落
葉
し
た
状
態
を
「
巨
人

が
幹
を
つ
か
ん
で
根
を
地
中
か
ら
引
き
抜
き
、
さ

中
心
に
棟
梁
や
用
木
達
が
つ
く
り
だ
そ
う
と
日
々

邁
進
し
な
が
ら
目
指
す
世
界
は
、
私
た
ち
が
教
育

研
究
の
拠
点
と
し
て
今
、
籍
を
お
く
大
学
の
個
々

人
の
立
場
か
ら
の
目
標
と
等
質
･
同
質
の
も
の

で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

本
セ
ン
タ
ー
の
建
学
の
精
神
を
実
現
す
る
プ
ロ

グ
ラ
ム
の
国
際
参
加
推
進
部
門
も
数
回
の
プ
ロ
ジ

ェ
ク
ト
が
実
施
さ
れ
、
ま
た
そ
の
国
内
版
の
活
動
、

森
に
生
き
る
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
も
始
動
し
、
は
や
く

も
教
育
活
動
の
拠
点
と
し
て
「
用
木
の
森
」
と
命

名
さ
れ
た
。
建
学
の
精
神
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
か
か
わ

る
教
育
研
究
の
拠
点
が
で
そ
ろ
い
つ
つ
あ
る
。
本

年
度
は
、
こ
れ
ま
で
以
上
に
何
か
が
起
こ
る
よ
う

な
気（
木
）が
す
る
。

か
ど
う
か
を
行
動
結
果
の
評
価
に
据
え
る
こ
と
。

こ
の
よ
う
に
受
け
と
め
て
い
る
。

私
た
ち
は
土
と
木
々
の
な
か
に
生
き
つ
づ
け
て

き
た
民
族
だ
。
豊
富
な
水
と
緑
に
恵
ま
れ
、
農
耕

を
中
心
と
し
た
暮
ら
し
を
な
り
立
た
せ
て
き
た
。

そ
の
た
め
か
、
私
の
師
達
が
言
う
よ
う
に
、
農
耕

や
木
、
樹
木
に
、
人
の
あ
り
方
や
役
割
、
物
事
を

例
え
る
こ
と
が
多
い
。
大
学
の
母
体
で
あ
る
宗
教

が
求
め
、
つ
く
り
あ
げ
る
世
界
に
お
い
て
も
同
様

で
あ
る
。
め
ざ
す
「
陽
気
ぐ
ら
し
」づ
く
り
を
建
物

に
例
え
、
そ
の
建
築
に
あ
た
る
た
め
に
前
人
未
踏

の
山
に
入
り
込
み
、
荒
木
を
刈
り
斧
を
ふ
る
う

「
荒
木
棟
梁
」は
布
教
に
挺
身
す
る
者
と
い
う
意
を

も
ち
、
燃
料
以
外
の
建
築
な
ど
に
用
い
ら
れ
る
材

木
の
用
材
、
す
な
わ
ち
「
用
木
」は
布
教
伝
道
に
あ

た
る
人
材
を
意
味
す
る
言
葉
と
し
て
使
わ
れ
て
い

る
。
五
重
の
塔
な
ど
建
築
物
の
中
心
に
た
つ
心
柱

の
柱
は
、
用
木
の
中
心
的
存
在
と
い
う
意
味
の「
真

柱
」、
あ
る
い
は
心
の
拠
り
所
を
も
っ
た
宗
教
用
語

と
し
て
つ
か
わ
れ
、「
明
る
く
勇
ん
だ
心
で
日
々
を

お
く
れ
る
」
世
界
を
求
め
つ
づ
け
て
い
る
。

研
究
者
に
と
っ
て
科
学
は
ツ
ー
ル
で
あ
り
、
労
働

科
学
も
生
理
学
、
心
理
学
や
経
済
学
を
基
礎
と
し

て
働
く
人
々
の
職
業
病
予
防
や
健
康
増
進
、
職

場
・
職
務
の
デ
ザ
イ
ン
の
推
進
を
目
標
に
し
て
い
る
。

し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で
当
面
の
目
標
で
あ
り
、

働
く
人
、
ひ
い
て
は
人
々
の
悩
み
を
サ
ッ
チ
、
キ
ャ
ッ

チ
し
て
、
人
々
が
笑
顔
で
く
ら
す
社
会
を
つ
く
り
だ

す
こ
と
を
目
指
す
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
に
対
象
と
な

る
人
々
の「
悩
み
と
喜
び
」
を
研
究
の
成
果
の
評
価

と
価
値
判
断
に
求
め
る
こ
と
は
必
然
的
で
あ
り
、
当

面
の
研
究
テ
ー
マ
や
課
題
は
一
つ
の
目
標
概
念
に
す

ぎ
な
い
。
螺
旋
状
と
で
も
い
う
べ
き
プ
ロ
セ
ス
と
そ
こ

に
組
み
込
ま
れ
た
普
段
か
ら
の
思
考
と
行
動
の
持

続
性
が
必
要
に
な
る
。
こ
う
考
え
る
と
、
真
柱
を

4

木
に
託
さ
れ
た
想
い
「
考
」

昨
年
の
暮
れ
、
こ
の
領
域
に
足
を
踏
み
入
れ
る
き

っ
か
け
を
つ
く
り
、
ま
た
支
え
て
い
た
だ
い
た
二
人
の

師
が
亡
く
な
ら
れ
た
。
支
柱
が
取
り
は
ら
わ
れ
た

心
寂
し
さ
を
感
じ
つ
つ
2
0
0
5
年
を
迎
え
た
。

常
日
頃
か
ら
、
言
葉
と
行
動
で
伝
え
て
く
れ
た

も
の
が
あ
る
。「
労
働
科
学
と
い
う
応
用
科
学
を
す

る
た
め
に
も
基
礎
学
問
を
も
つ
こ
と
、
自
分
の
土

俵
を
つ
く
る
こ
と
」
の
言
葉
。
他
方
「
山
に
登
る

道
は
何
通
り
も
あ
る
。
頂
上
を
目
指
す
と
い
う
目

標
が
同
じ
な
ら
ば
、
そ
の
方
法
は
自
分
で
選
択
す

る
こ
と
」
を
求
め
、
自
由
と
裁
量
性
を
委
ね
、
自

立
を
促
し
て
く
れ
た
言
葉
と
行
動
。
さ
ら
に
、
も

う
一
人
、
存
命
す
る
心
の
支
柱
で
も
あ
る
師
は

「
労
働
者
の
悩
み
と
喜
び
が
分
か
る
研
究
者
に
」

と
い
う
指
針
と
規
範
と
な
る
言
葉
を
い
た
だ
い

た
。
足
下
の
土
を
し
っ
か
り
と
固
め
、
足
に
あ
っ

た
靴
と
鍛
え
た
脚
力
で
、
人
が
踏
み
入
っ
た
こ
と

も
な
い
山
に
立
ち
入
り
、
あ
る
い
は
人
が
と
お
っ

た
後
を
踏
み
固
め
な
が
ら
山
道
を
登
る
。
こ
の
過

程
を
大
切
に
し
、
そ
こ
に
意
味
と
意
義
を
持
た
せ

る
こ
と
。
同
時
に
そ
の
プ
ロ
セ
ス
の
先
に
は
、
一

人
の
研
究
者
の
失
敗
や
成
功
の
物
語
を
も
と
め
る

の
で
は
な
く
、
人
が
も
つ
悩
み
が
解
決
さ
れ
、
笑

顔
で
暮
ら
し
つ
づ
け
る
こ
と
に
寄
与
、
貢
献
し
た

か
さ
ま
に
置
き
換
え
た
よ
う
だ
」
と
形
容
さ
れ
る

ほ
ど
、
奇
妙
な
樹
形
を
し
て
い
る
。
ア
フ
リ
カ
の

村
で
は
、
バ
オ
バ
ブ
の
木
の
下
で
男
性
が
集
ま
っ
て

よ
く
酒
を
飲
ん
で
い
る（
こ
の
間
、
女
性
は
働
い
て

い
る
）。
憩
い
の
場
を
提
供
す
る
だ
け
で
な
く
、
果

実
も
、
葉
も
、
樹
皮
も
、
木
材
と
し
て
も
、
と
て

も
役
に
立
つ
樹
木
で
あ
る
。
ま
た
、「
バ
オ
バ
ブ
の

木
の
下
で
、
長
老
が
集
ま
っ
て
、
村
の
こ
と
を
決

め
る
。
こ
れ
が
ア
フ
リ
カ
土
着
の
民
主
主
義
で
あ

る
」
と
い
う
話
を
昔
き
い
た
こ
と
が
あ
る
。

バ
オ
バ
ブ
に
ま
つ
わ
る
話
は
楽
し
そ
う
な
話
が

多
い
が
、
マ
ー
タ
イ
さ
ん
の
ノ
ー
ベ
ル
平
和
賞
受

賞
も
あ
る
の
で
、
現
実
的
な
内
容
の
話
を
し
て
み

た
い
。
今
回
の
テ
ー
マ
は
、「
薪
集
め
」で
あ
る
。

日
本
で
は
、
ス
イ
ッ
チ
を
押
せ
ば
、
ガ
ス
が
つ
き
、

煮
炊
き
が
で
き
る
。
ア
フ
リ
カ
の
ほ
と
ん
ど
の
人
々

は
、
た
と
え
天
然
ガ
ス
・
石
油
を
産
出
す
る
国
で
あ

っ
て
も
、
日
本
人
の
よ
う
な
楽
な
生
活
は
し
て
い
な

い
。
昨
年
、
ガ
ソ
リ
ン
価
格
が
高
騰
し
た
原
因
の
一

つ
と
し
て
有
名
に
な
っ
た
ナ
イ
ジ
ェ
リ
ア
の
油
田
地

帯（
ナ
イ
ジ
ャ
ー
・
デ
ル
タ
）の
住
民
は
、
そ
の
3
分
の

2
が
貧
困
層
で
あ
る
。
目
の
前
を
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
が

通
っ
て
い
て
も
、
家
の
台
所
に
ガ
ス
コ
ン
ロ
が
あ
る
わ

け
で
は
な
い
。
パ
イ
プ
ラ
イ
ン
か
ら
漏
れ
た
原
油
は
、

畑
の
土
を
殺
し
、
飲
み
水
を
汚
染
す
る
。
石
油
を

輸
出
し
、
日
本
人
は
じ
め
豊
か
な
国
の
人
々
の
暮

ら
し
を
支
え
る
た
め
の
犠
牲
に
な
る
だ
け
で
、
こ
こ

の
人
々
の
生
活
が
楽
に
な
る
わ
け
で
は
な
い
。

さ
て
、
煮
炊
き
の
た
め
の
燃
料
を
集
め
て
く
る

の
は
、
女
性
と
子
ど
も
の
仕
事
で
あ
る
。
食
事
は

毎
日
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
薪
集
め
に
、
毎

日
相
当
の
時
間
を
か
け
て
い
る
。
ウ
ガ
ン
ダ
の
村

で
、
3
歳
く
ら
い
に
し
か
見
え
な
い
女
の
子
が
、

木
の
枝
の
束
を
頭
に
載
せ
て
歩
い
て
い
る
の
を
み

た
こ
と
が
あ
る
。
都
市
へ
の
人
口
集
中
が
顕
著
な

木
に
託
さ
れ
た
想
い
「
考
」

1952年生まれ。
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を担当。

近 藤
雄 二

こんどうゆうじ

バ
オ
バ
ブ
の
木
の
下
で

薪
集
め
す
る
重
労
働
を
思
う

1963年生まれ。
地文研専任研究員。
比較政治学、アフリカ地域研究専攻。
共同研究プロジェクト「アフリカの解放闘
争-生きるルーツを求めて-」を担当。

戸 田
真紀子
とだまきこ
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「
生
き
も
の
」
と
し
て
の
植
物

「
生
き
も
の
」
と
し
て
の
植
物

1962年生まれ。
共同研究プロジェクト「映像と現実」共
同研究員。前地文研専任研究員。現東
京大学大学院総合文化研究科助教授。
文化人類学、哲学、映画研究専攻。

箭 内
匡

やないただし

人
間
の
視
覚
は
、
思
い
の
ほ
か
に
限
定
さ
れ
た

も
の
で
あ
る
。
我
々
は
、
目
の
前
を
素
早
く
通
り

過
ぎ
る
蝿
や
蚊
の
動
き
を
的
確
に
捉
え
ら
れ
な

い
。
速
い
動
き
に
慣
れ
て
い
る
蛙
な
ら
苦
も
な
く

捕
え
て
食
べ
て
し
ま
う
と
い
う
の
に
、
も
ど
か
し

い
限
り
だ
。
他
方
で
、
あ
ま
り
に
遅
い
動
き
も

我
々
は
苦
手
で
あ
る
。
植
物
は
、
つ
ね
に
生
長
し

て
、
つ
ま
り
動
い
て
い
る
は
ず
だ
が
、
そ
の
動
き
が

「
見
え
る
」
と
自
負
で
き
る
人
は
い
な
い
だ
ろ
う
。

映
像
は
、
生
物
と
し
て
の
人
間
が
持
つ
こ
の
よ

う
な
視
覚
の
限
界
の
彼
方
に
我
々
を
導
い
て
く
れ

る
。
蝿
や
蚊
が
飛
ぶ
様
子
を
ス
ロ
ー
モ
ー
シ
ョ
ン
に

す
る
こ
と
で
、
我
々
は
あ
る
意
味
で
蛙
の
よ
う
に

世
界
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
し
、植
物
の
生
長
を
、

〜
照
葉
樹
林
の
双
子
の
価
値
観
〜

〜
照
葉
樹
林
の
双
子
の
価
値
観
〜

1965年生まれ。
地文研専任研究員。
国際協力論、国際経済論専攻。
国際参加プロジェクトを担当。

澤 山
利 広

さわやまとしひろ

照
葉
樹
と
は
冬
で
も
葉
を
落
と
さ
な
い
常
緑

広
葉
樹
の
こ
と
で
、
厚
み
の
あ
る
葉
は
日
に
あ
た

る
と
キ
ラ
キ
ラ
と
輝
く
。
私
の
研
究
室
か
ら
見
え

る
石
上
神
宮
は
、
そ
そ
り
立
つ
ヒ
ノ
キ
の
巨
木
が

印
象
的
だ
が
、
そ
の
奥
で
は
カ
シ
や
シ
イ
な
ど
の

照
葉
樹
も
見
ら
れ
、
そ
の
う
っ
そ
う
と
し
た
杜
は
、

日
本
最
古
の
道
と
さ
れ
る
「
山
の
辺
の
道
」
を
伝

い
、
神
仏
習
合
の
聖
地
で
あ
る
紀
伊
山
地
の
霊
場

と
参
詣
道
へ
と
南
下
し
て
い
く
。

照
葉
樹
林
の
分
布
は
東
亜
半
月
弧
を
描
く
。
日

本
の
南
西
部
か
ら
華
中
、
雲
南
を
経
て
、
ア
ジ
ア
最

貧
地
域
に
数
え
ら
れ
る
ヒ
マ
ラ
ヤ
山
脈
南
面
中
腹

の
ブ
ー
タ
ン
王
国
東
部
に
至
る
。
す
な
わ
ち
、
大

和
の
地
は
シ
ル
ク
ロ
ー
ド
の
始
発
駅
で
あ
る
ば
か
り

で
な
く
、
照
葉
樹
林
の
北
東
限
で
も
あ
る
こ
と
を

指
摘
し
て
お
き
た
い
。
ま
た
、
照
葉
樹
林
を
基
礎
と

す
る
温
帯
適
応
型
の
根
栽
農
耕
文
化
は
、
日
本
に

お
け
る
縄
文
農
耕
と
も
関
連
し
て
い
る
ら
し
い
。
こ

れ
ら
の
共
通
点
・
類
似
点
が
日
本
と
ブ
ー
タ
ン
を
照

葉
樹
林
の
双
子
と
称
す
る
由
縁
で
あ
る
。

弧
の
両
端
に
暮
ら
す
日
本
人
と
ブ
ー
タ
ン
人
も

ま
た
、
互
い
の
姿
か
た
ち
は
瓜
二
つ
と
い
う
人
は
多

い
。
し
か
し
、
互
い
の
価
値
観
に
は
大
き
な
違
い
が

あ
る
。
そ
れ
を
読
み
解
く
キ
ー
ワ
ー
ド
が
、「
国
民
総

気
長
に
撮
っ
て
早
回
し
す
れ
ば
、
そ
の
動
き
は
「
見

え
る
」
も
の
に
な
る
。
イ
ギ
リ
ス
B
B
C
が
制
作

し
た
テ
レ
ビ
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー『
植
物
の
私
生
活
』

（T
he

P
rivate

L
ife

of
the

P
lants,

1
9
9
5

年
）は
、
一
分
、
一
時
間
、
あ
る
い
は
一
日
に
一
コ

マ
だ
け
回
す
微
速
度
撮
影
と
い
う
手
法
を
用
い
て

植
物
の
動
き
を
捉
え
た
記
念
碑
的
な
作
品
で
あ

る
。
周
囲
の
状
況
を
一
定
に
保
ち
つ
つ
辛
抱
強
く

植
物
の
活
動
ぶ
り
を
追
っ
て
い
っ
た
撮
影
ス
タ
ッ
フ

の
苦
労
は
並
大
抵
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
出

来
上
が
っ
た
映
像
は
我
々
を
瞠
目
さ
せ
る
も
の
だ
。

茎
を
ぐ
る
ぐ
る
と
回
し
な
が
ら
周
囲
を
探
索
し
、

物
に
突
き
当
た
る
や
そ
れ
に
刺
を
引
っ
掛
け
、
自
ら

の
領
土
を
拡
大
し
て
ゆ
く
植
物
。
北
極
圏
の
短
い
夏

の
間
、
地
平
線
近
く
を
回
る
太
陽
の
光
を
で
き
る
だ

け
多
く
浴
び
る
た
め
、
太
陽
の
動
き
に
合
わ
せ
て
花

の
向
き
を
変
え
て
ゆ
く
植
物
。
鬱
蒼
と
し
た
密
林

の
わ
ず
か
な
木
漏
れ
日
を
活
用
す
る
た
め
、
木
漏
れ

日
の
移
動
に
合
わ
せ
て
葉
を
移
動
さ
せ
る
植
物
。
日

中
の
温
度
差
が
激
し
い
地
域
で
、
夜
間
は
ぴ
っ
た
り

と
葉
を
閉
じ
て
寒
さ
か
ら
身
を
守
る
植
物
。
昆
虫

や
小
動
物
を
捕
捉
す
る
こ
と
で
不
足
す
る
ミ
ネ
ラ
ル

類
を
補
う
食
虫
花
に
至
っ
て
は
、
相
当
な
ス
ピ
ー
ド

さ
え
備
え
て
い
る
。
そ
う
、
植
物
も
確
か
に「
生
き
も

の
」な
の
だ
、
た
だ「
彼
ら
」の
リ
ズ
ム
が
動
物
た
ち
に

比
べ
て
極
度
に
遅
い
だ
け
な
の
だ
、
こ
の
作
品
を
見
て

い
る
と
そ
ん
な
風
に
思
え
て
く
る
。

も
ち
ろ
ん
、
植
物
に
も
い
ろ
ん
な
リ
ズ
ム
が
あ
る
。

ス
ケ
ー
ル
の
大
き
さ
で
い
え
ば
、
風
雪
に
耐
え
つ
つ
数

百
年
か
ら
数
千
年
も
生
き
つ
づ
け
る
大
木
た
ち
に
勝

る
も
の
は
な
い
だ
ろ
う
。
無
数
の
動
植
物
が
周
囲
で

生
ま
れ
て
は
死
ん
で
ゆ
く
の
を
眺
め
つ
つ
、
気
の
遠
く

な
る
よ
う
な
時
間
の
尺
度
で
生
き
る
大
木
た
ち
。

「
彼
ら
」の
目
か
ら
み
れ
ば
、
我
々
の
日
々
の
心
配
事

な
ど
、
ほ
ん
の
小
さ
な
こ
と
な
の
か
も
し
れ
な
い
。

地
域
で
は
、
周
辺
の
森
林
が
壊
滅
状
態
に
な
っ
て

い
る
と
い
う
。「
森
林
破
壊
」
は
先
進
国
に
暮
ら
す

人
々
に
と
っ
て
は
、「
と
ん
で
も
な
い
」
大
問
題
で

あ
る
。
し
か
し
、
毎
日
の
薪
集
め
に
何
時
間
も
か

け
て
い
る
人
々
は
、
そ
う
は
答
え
な
い
だ
ろ
う
。

ウ
ガ
ン
ダ
で
井
戸
を
掘
る
た
め
に
組
ん
で
い
る
木

材
を
毎
回
縄
を
ほ
ど
い
て
持
っ
て
帰
る
の
で
、
不

思
議
に
思
っ
て
、
N
G
O
の
人
に
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

「
置
い
て
帰
れ
ば
薪
に
さ
れ
る
」
と
言
わ
れ
た
。
将

来
の
井
戸
よ
り
も
、
目
先
の
薪
な
の
で
あ
る
。

幸
福
量（
G
N
H：G

ross
N
ational

H
appiness

）」

と
い
う
ブ
ー
タ
ン
の
標
榜
す
る
開
発
概
念
で
あ
る
。

G
N
H
が
求
め
る
豊
か
さ
は
、
物
質
的
価
値
で

は
な
く
、
国
民
自
身
の
幸
福
感
で
あ
る
。
チ
ベ
ッ

ト
仏
教
が
説
く
、
全
て
の
生
き
と
し
生
け
る
も
の

に
対
す
る
思
い
や
り
と
相
互
依
存
を
自
覚
し
、
利

他
的
な
行
い
が
自
ら
の
幸
福
度
合
い
を
高
め
る
と

い
う
考
え
に
根
ざ
し
て
い
る
。
人
間
と
、
人
間
の

命
を
育
む
自
然
中
心
の
開
発
を
志
向
し
、
経
済
成

長
は
そ
の
一
手
段
に
過
ぎ
な
い
と
み
な
す
の
で
あ

る
。
自
然
環
境
の
保
護
と
ブ
ー
タ
ン
国
民
の
ア
イ

デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
保
持
の
観
点
か
ら
、
木
材
輸
出

や
鉱
物
資
源
開
発
、
そ
し
て
外
国
人
観
光
客
の
受

け
入
れ
を
制
限
す
る
な
ど
の
開
発
配
慮
に
よ
っ

て
、
今
も
ブ
ー
タ
ン
の
国
土
の
70
％
以
上
に
自
然

林
が
残
っ
て
い
る
。
ち
な
み
に
日
本
は
植
林
さ
れ

た
二
次
林
が
ほ
と
ん
ど
で
自
然
林
は
2
％
に
過

ぎ
な
い
。
こ
れ
ら
の
政
策
が
農
林
業
を
生
業
と
す

る
人
々
が
9
割
を
占
め
る
ブ
ー
タ
ン
国
民
の
幸

福
度
合
い
を
高
め
て
お
り
、
そ
の
一
指
標
に
7
％

程
度
の
近
年
の
高
い
経
済
成
長
率
を
あ
げ
る
こ

と
が
で
き
る
の
は
と
て
も
お
も
し
ろ
い
。

一
方
、
日
本
は
、
拝
金
主
義
の
蔓
延
に
よ
っ
て

失
わ
れ
た
モ
ラ
ル
を
い
か
に
回
復
す
る
か
が
焦
眉

の
急
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
本
の
財
政
は
、
収
入

の
4
割
が
国
債
発
行
（
借
金
）で
賄
わ
れ
、
支
出

の
2
割
が
借
金
の
返
済
と
利
払
い
に
あ
て
ら
れ

る
な
ど
の
悪
循
環
に
陥
っ
て
お
り
、
も
は
や
常
軌

を
逸
し
た
事
態
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
足
る
こ

と
を
知
り
、
照
葉
樹
林
と
共
存
す
る
ブ
ー
タ
ン
の

国
づ
く
り
の
軌
跡
を
た
ど
る
こ
と
は
、
日
本
の
社

会
規
範
の
再
生
に
示
唆
を
与
え
る
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。
日
本
の
伝
統
文
化
と
宗
教
性
が
凝
縮
さ

れ
た
大
和
の
価
値
と
美
徳
を
見
直
す
契
機
に
も

な
る
に
違
い
な
い
。

Loo
k
B
H
U
T
A
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!
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I
C
R
S
は
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
復

興
自
立
支
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
と
し
て
、

現
在
ま
で
①
シ
ョ
マ
リ
平
野
に
お
け

る
カ
レ
ー
ズ
修
復
　
②
カ
ブ
ー
ル
大

学
、
ナ
ン
ガ
ハ
ー
ル
大
学
な
ど
に
お

け
る
竹
の
移
植
　
③
カ
ブ
ー
ル
大
学

芸
術
学
部
と
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー

映
画
の
製
作
　
④
国
連
ユ
ニ
タ
ー
ル

ア
ジ
ア
・
太
平
洋
広
島
事
務
所
の
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
奨
学
プ
ロ
グ
ラ
ム
へ
の

協
力
な
ど
を
行
っ
て
き
た
。
そ
し
て

あ
ら
た
な
試
み
と
し
て
2
0
0
5
年

に
は
　
⑤
カ
ブ
ー
ル
大
学
工
学
部
と

共
同
し
て
同
キ
ャ
ン
パ
ス
に
お
け
る

土
の
う
に
よ
る
シ
ェ
ル
タ
ー
モ
デ
ル

の
建
築
を
企
画
し
て
い
る
。

⑤
の
耐
震
構
造
が
強
く
て
安
価
な

土
の
う
シ
ェ
ル
タ
ー
ド
ー
ム（earth
-

b
ag

sh
elter

d
om

e

）
建
築
は
、
国

境
無
き
建
築
家
機
構
（B
u
ild

e
rs

W
ithout

B
orders

）に
よ
っ
て
提
唱

さ
れ
て
い
る
自
然
建
築
の
一
環
と
し

て
ア
メ
リ
カ
で
は
よ
く
知
ら
れ
て
い

る
。
B
W
B
の
建
築
指
導
や
渡
辺
豊

和
建
築
工
房
の
協
力
を
得
て
、
す
で

に
天
理
市
に
お
い
て
は
豊
田
プ
ロ
ト

タ
イ
プ
1
棟
、
神
戸
市
長
田
区
の
地

震
被
災
跡
地
に
お
け
る
公
称
ア
フ
ガ

ン
公
園
の
2
棟
、
学
内
の
天
理
エ
コ

モ
デ
ル
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
I
の

2
棟
、
同
Ⅱ
の
7
棟
、
イ
ン
ド
・
ジ
ャ

ム
ナ
ガ
ー
ル
市
の
5
棟
、
計
17
棟
と

そ
れ
ら
を
取
り
囲
む
壁
面
体
を
建
築

し
て
い
る
。
い
ま
ま
で
に
積
み
上
げ

た
土
の
う
数
は
1
万
5
千
袋
を
超
え

て
い
る
。
作
業
に
つ
い
て
は
「
国
際
参

加
」
プ
ロ
グ
ラ
ム
に
関
与
し
た
本
学

学
生
を
は
じ
め
、
付
属
お
や
さ
と
研

究
所
と
教
会
本
部
造
園
班
な
ど
の
有

志
の
協
力
に
負
う
と
こ
ろ
が
大
で
あ

っ
た
。
⑤
に
つ
い
て
は
「
国
際
参
加
」

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
報
告
書
（
1
〜
3

号
）や
『
ア
ゴ
ラ
』（
1
〜
2
号
）に
詳

し
い
の
で
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
で

は
③
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
共

同
製
作
に
つ
い
て
報
告
す
る
。

2
0
0
4
年
2
月
天
理
大
学
は
I

C
R
S
を
窓
口
と
し
て
カ
ブ
ー
ル
大

学
と
共
同
研
究
の
覚
え
書
き
に
合
意

調
印
し
た
。
そ
の
中
の
一
つ
に
同
大

学
芸
術
学
部
と
の
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
映
画
共
同
製
作
が
あ
る
。
目
的
を

達
成
す
る
た
め
に
現
地
で
不
足
し
て

い
る
フ
ィ
ル
ム
や
撮
影
機
器
な
ど
の

贈
呈
を
カ
ブ
ー
ル
大
学
に
行
い
、
ア

フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
人
の
視
線
を
通
し
て
、

紛
争
地
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
現
状
を

様
々
な
角
度
か
ら
ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ

ー
風
に
撮
影
し
て
も
ら
う
と
い
う
の

が
本
企
画
の
主
旨
で
あ
る
。
煩
雑
な

出
入
国
の
手
続
き
を
ク
リ
ヤ
ー
し

て
、
2
0
0
4
年
12
月
10
日
に
カ
ブ

ー
ル
か
ら
カ
ブ
ー
ル
大
学
芸
術
学
部

の
講
師
で
も
あ
る
ム
サ
・
ラ
ド
マ
ニ
ッ

シ
ュ
監
督
と
マ
ム
ー
ド
・
サ
リ
ミ
編

集
兼
通
訳
担
当
者
が
関
西
空
港
に
到

着
し
た
。
ム
サ
監
督
は
21
日
、
サ
リ

ミ
氏
は
28
日
に
帰
国
し
た
。
滞
在
期

間
中
、
土
曜
・
日
曜
日
も
含
め
て
連

日
朝
8
時
か
ら
夜
10
時
過
ぎ
ま
で
、

I
C
R
S
に
お
い
て
編
集
作
業
と
翻

訳
を
行
い
、
撮
影
の
一
部
は
天
理
エ

コ
モ
デ
ル
デ
ザ
イ
ニ
ン
グ
セ
ン
タ
ー

Ⅱ
、
録
音
は
天
理
教
教
庁
海
外
部
の

ス
タ
ジ
オ
を
借
用
し
て
行
っ
た
。
そ

の
模
様
は
N
H
K
テ
レ
ビ
B
S
1
に

よ
る
2
0
0
5
年
1
月
4
日
の
番
組

「
き
ょ
う
の
世
界
」
で
15
分
間
に
わ
た

っ
て
紹
介
さ
れ
た
。

ド
キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
映
画
は
次
の

3
編
か
ら
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
オ

ム
ニ
バ
ス
形
式
と
し
て
最
終
的
に
は

一
本
に
ま
と
め
ら
れ
る
。
編
集
や
音

楽
作
業
に
つ
い
て
は
N
P
O
・
ク
ロ
ス

ア
ー
ツ
の
協
力
を
得
て
、
仕
上
が
っ

た
作
品
は
国
際
映
画
祭
の
コ
ン
ペ
テ
ィ

シ
ョ
ン
に
出
品
す
る
予
定
で
あ
る
。

作
品
①
は
、
ム
サ
・
ラ
ド
マ
ニ
ッ
シ

ュ
に
よ
る
「
刻
の
中
の
女
性
」

（W
om

an
and

M
om

ents

）で
、
タ

リ
バ
ン
圧
制
を
生
き
抜
い
た
さ
ま
ざ

ま
な
立
場
の
解
放
さ
れ
た
女
性
達
が

出
演
す
る
。
同
胞
だ
か
ら
こ
そ
撮
影

で
き
た
数
々
の
シ
ー
ン
、
初
の
大
統

領
選
挙
の
様
子
や
女
性
大
統
領
候
補

者
へ
の
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
な
ど
は
感
動

的
で
あ
る
。
作
品
②
は
、
フ
セ
イ

ン
・
ザ
ダ
に
よ
る
「
偽
装
結
婚
の
果

て
」（W

hat
Should

I
D
o?

）で
、
国

外
へ
逃
亡
す
る
為
に
密
輸
業
者
と
偽

装
結
婚
を
し
た
女
性
の
悲
劇
を
描
く

ド
キ
ュ
メ
ン
ト
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
。
作
品

③
は
、
ム
ハ
マ
ッ
ド
・
サ
ラ
ム
の
「
生

計
を
立
て
る
人
々
」（A

T
rap

F
or

E
arn

in
g
!

）で
、
主
と
し
て
紛
争
後

家
族
を
支
え
る
た
め
に
懸
命
に
働
く

ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
子
供
達
の
姿
を

丹
念
に
捕
ら
え
て
い
く
。
特
に
生
後

40
日
の
赤
ん
坊
を
売
ら
ざ
る
を
得
な

か
っ
た
母
親
と
家
族
へ
の
女
性
ジ
ャ

ー
ナ
リ
ス
ト
に
よ
る
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー

取
材
は
、
リ
ア
リ
ズ
ム
に
徹
し
た
作

品
と
な
っ
て
い
て
見
る
者
の
胸
を
打

つ
。作

品
①
は
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
大
統

領
選
挙
を
通
し
て
、
政
治
的
な
変
革

に
お
け
る
女
性
解
放
を
社
会
の
表
面

か
ら
歴
史
的
教
育
的
に
捕
ら
え
た
作

品
。
逆
に
、
そ
う
簡
単
に
は
執
拗
な

保
守
的
伝
統
か
ら
解
放
さ
れ
得
な
い

と
い
う
思
い
を
通
し
て
、
市
井
の
ア

フ
ガ
ン
女
性
の
悲
劇
的
な
現
実
の
姿

を
取
り
上
げ
て
い
る
の
が
作
品
②
で

あ
る
。
そ
し
て
作
品
③
は
、
戦
争
で

失
っ
た
数
多
く
の
父
親
不
在
の
家
庭

に
お
け
る
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
の
母
親

と
幼
い
子
供
達
の
日
常
の
苦
し
み
と

悲
し
み
を
直
視
し
た
実
存
的
作
品
と

い
え
よ
う
。

こ
の
よ
う
に
描
き
方
が
異
な
る
上

記
3
作
品
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
は
撮

影
者
の
空
間
的
視
点
こ
そ
異
な
れ
、

オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
で
時
間
列
に
お
い

て
鑑
賞
す
れ
ば
、
現
在
の
ア
フ
ガ
ニ

ス
タ
ン
全
体
像
を
構
成
す
る
必
須
の

側
面
図
と
し
て
決
定
的
な
役
割
を
果

た
し
て
い
る
と
理
解
さ
れ
る
の
で
は

な
い
か
。
3
作
品
に
は
そ
れ
ぞ
れ
オ

プ
テ
ィ
ミ
ズ
ム
と
ペ
シ
ミ
ズ
ム
、
そ
し

て
リ
ア
リ
ズ
ム
と
い
っ
た
独
自
の
思

想
的
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
が
見
ら
れ
る
。

そ
れ
が
あ
か
ら
さ
ま
に
表
現
さ
れ
る

と
き
、
本
来
客
観
的
で
あ
る
べ
き
ド

キ
ュ
メ
ン
タ
リ
ー
作
品
と
し
て
は
批

判
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、

そ
れ
ら
が
オ
ム
ニ
バ
ス
形
式
と
し
て

一
つ
に
統
合
さ
れ
た
時
、
全
体
像
と

し
て
の
真
実
が
現
れ
る
。
本
企
画
の

プ
ロ
デ
ュ
ー
サ
ー
と
し
て
、
筆
者
は

今
回
の
3
作
品
が
か
も
し
出
す
緊
張

感
を
、
全
体
構
造
の
中
に
う
ま
く
調

和
を
と
り
な
が
ら
創
出
・
表
現
で
き

れ
ば
と
考
え
て
い
る
。

（
井
上
昭
夫
）

活動報告
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佐
藤
孝
則
・
住
原
則
也

（
地
域
文
化
研
究
セ
ン
タ
ー
）

1
9
7
2
年
5
月
15
日
の
沖
縄
の

本
土
復
帰
の
混
乱
の
時
期
、
コ
コ
ナ
ツ

1
万
個
が
遠
く
ハ
ワ
イ
か
ら
沖
縄
に

運
ば
れ
育
樹
さ
れ
た
と
い
う
歴
史
的

事
実
が
あ
る
。
元
々
コ
コ
ヤ
シ
は
沖

縄
の
在
来
植
物
で
は
な
く
、
漁
師
な

ど
が
個
人
レ
ベ
ル
で
自
宅
の
庭
な
ど

に
植
え
て
い
た
こ
と
以
外
に
は
、
こ

れ
ほ
ど
多
く
の
コ
コ
ナ
ツ
が
沖
縄
に

一
度
に
も
た
ら
さ
れ
育
樹
さ
れ
た
事

実
は
な
く
、
未
曾
有
の
出
来
事
で
あ

っ
た
と
言
っ
て
よ
い
。
そ
の
後
は
、
台

湾
や
フ
ィ
リ
ピ
ン
な
ど
か
ら
輸
入
さ

れ
、
現
在
で
は
、
沖
縄
が
あ
た
か
も

日
本
の
ハ
ワ
イ
の
よ
う
な
南
国
の
リ

ゾ
ー
ト
地
と
し
て
賑
わ
い
、
コ
コ
ヤ
シ

が
南
国
イ
メ
ー
ジ
の
演
出
者
と
し
て

の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
が
、
そ
の

最
初
の
き
っ
か
け
は
、
ハ
ワ
イ
か
ら
導

入
さ
れ
た
大
量
の
コ
コ
ナ
ツ
で
あ
っ
た

こ
と
を
知
る
人
は
、
沖
縄
の
中
で
す

ら
き
わ
め
て
少
数
で
あ
る
。
ま
し
て
、

ハ
ワ
イ
の
人
た
ち
か
ら
は
す
っ
か
り

そ
の
事
実
は
忘
れ
去
ら
れ
て
い
る
。

ハ
ワ
イ
と
沖
縄
で
、
決
し
て
平
坦

な
道
の
り
で
は
な
か
っ
た
こ
の
コ
コ
ヤ

シ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
た
多
く
の

人
々
が
物
故
あ
る
い
は
高
齢
化
し
て

い
る
今
日
、
沖
縄
の
観
光
化
の
原
点

の
一
角
を
成
し
て
い
る
と
も
言
え
る

こ
の
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
つ
い
て
、
詳
細

か
つ
客
観
的
な
歴
史
的
事
実
と
し
て

後
世
に
伝
え
る
義
務
が
あ
る
と
思
わ

れ
た
。
ハ
ワ
イ
の
4
つ
の
島
で
1
万
5

千
個
以
上
の
コ
コ
ナ
ツ
が
ハ
ワ
イ
在
住

の
天
理
教
関
係
者
を
中
心
に
し
た
数

多
く
の
有
志
に
よ
っ
て
集
め
ら
れ
、

1
万
個
が
選
別
さ
れ
、
そ
の
意
図
に

賛
同
し
た
ハ
ワ
イ
州
の
上
院
議
員
や

ア
メ
リ
カ
海
軍
並
び
に
ハ
ワ
イ
民
間

企
業
の
関
係
者
も
沖
縄
へ
の
運
搬
を

担
っ
て
く
れ
た
経
緯
が
あ
る
。

私
た
ち
（
佐
藤
・
住
原
）
は
、
ま
ず

2
0
0
4
年
2
月
と
同
年
8
月
・
9

月
お
よ
び
2
0
0
5
年
2
月
に
、
ハ

ワ
イ
と
沖
縄
現
地
調
査
を
行
い
、
当

セ
ン
タ
ー
の
紀
要
で
あ
る
「
ア
ゴ
ラ

2
0
0
4
」
に
中
間
報
告
と
し
て
掲

載
し
た
。
ま
だ
不
明
な
点
は
多
く
残

さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

の
お
お
よ
そ
の
全
貌
が
こ
れ
ほ
ど
明

ら
か
に
さ
れ
た
の
は
今
回
が
初
め
て

で
あ
り
、
で
き
る
だ
け
多
く
の
方
々

に
読
ん
で
い
た
だ
き
た
い
。

こ
の
よ
う
な
研
究
は
、
社
会
の
底

辺
か
ら
の
草
の
根
活
動
が
、
政
治
家

や
軍
隊
そ
れ
に
企
業
を
も
動
か
し
、

「
国
際
協
力
」
活
動
と
し
て
結
実
さ
せ

た
珍
し
い
事
例
と
し
て
も
重
要
で
あ

り
、
か
つ
、
沖
縄
の
帰
化
植
物
の
歴
史

の
一
端
を
明
ら
か
に
し
、
観
光
地
ハ

ワ
イ
の
観
光
文
化
モ
デ
ル
の
異
文
化

移
転
と
い
う
観
点
か
ら
も
重
要
で
あ

る
。
ま
た
、「
他
者
へ
の
献
身
」
と
い
う

天
理
大
学
の
建
学
の
精
神
に
も
相
通

じ
る
今
日
的
モ
デ
ル
ケ
ー
ス
で
も
あ

る
。
コ
コ
ナ
ツ
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
の
そ
の
よ

う
な
重
層
的
な
意
味
合
い
の
分
析
に

つ
い
て
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
る
。

末
筆
な
が
ら
、
現
時
点
ま
で
の
調

査
は
、
天
理
大
学
学
術
助
成
金
制
度

の
援
助
を
受
け
て
可
能
と
な
っ
た
も

の
で
あ
る
。（
文
責
　
住
原
則
也
）

オアフ島でのココナツ
採取風景（再現）

ハワイ島での採取風景（再現）

ココナツ集めに奔走した当時の天理教青年

ハワイ島で当時ココナツ採集に協力した
Shipman一族の方々と（2004年8月撮影）

ココナツ1万個をハワイから沖縄に
運 搬 した セ ント・ル イス 号
（USNavyのHPより）2004年8月パールハーバー軍港内での調査

マウイ島のココヤシ（採集が行われた地
は開発され変化が著しい）

1972年4月　ココナツの
袋詰め作業

同袋詰め作業（アメリカ海軍の
トラックに載せる）



8

『コスモス』第5号　発行日：2005年4月26日
発　行：天理大学地域文化研究センター（地文研）〒632－8510 天理市杣之内町1050

Κóσμοζ［Kósmos］,No.5（Apr 2005）
International Center for Regional Studies (ICRS)
Tenri University, Nara, 632－8510 JAPAN
Tel/Fax 0743－63－9077 E-mail:icrs＠sta.tenri-u.ac.jp
Website: http://www.tenri-u.ac.jp/ja/center/icrs/index.html

印　刷：（株）高速オフセット

コスモス（宇宙・秩序・調和）を視野に入れ
つつ、世界の様々な地域の問題を研究し、
それに参与してゆく… 『コスモス（Κóσ
μοζ）』は、そうした天理大学地域文化
研究センター（地文研）の活動を、より広

く知っていただくために発刊されました。
諸活動の報告のほか、毎号、井上センタ
ー長による「対談」や、地文研のスタッフ
や協力者による「エッセイ」を掲載します。

There is a historical fact that during the uproar
of 1972, when Okinawa was escheated to Japan
from the United States, about 10,000 coconuts
were transported by the US Navy from Pearl
Harbor in Hawaii to Okinawa.  The seeds were
grown to help afforest the war-stricken islands. It
was an unprecedented, large-scale event.  Unlike
today, except for the fact that some Okinawa
fishermen brought back coconuts from southern
ocean and planted them in their home gardens,
coconut trees were rarely found on the islands of
Okinawa as they were not native plants.  After
1972, it became more and more common that the
coconut trees were imported from Taiwan and
Republic of the Philippines to lend beauty to the
streets and gardens.  Today, Okinawa is known
to be Japan's counterpart of Hawaii.  Coconut
trees are playing a significant role in creating the
tropical image of Okinawa.  Nowadays, despite
the significance, very few people in Okinawa
know that at the initial stage of modern Okinawa,
a large amount of coconuts were introduced from
Hawaii, where a large number of people, a majori-
ty whom are Tenrikyo followers, volunteered to
collect the coconuts.  

Today, many who were involved in the
coconuts project in Hawaii and Okinawa are

either already dead or aging rapidly.  We found it
necessary to make and preserve the record of
this event as a historical fact in detail and objec-
tive manner as possible for future generations.
We found out that many volunteers of four differ-
ent islands of Hawaii collected over 15,000
coconuts and sorted out about 10,000 good ones.
Senator of the State of Hawaii, Mayor of the city
of Hilo, presidents and employees of various cor-
porations and the US Navy also supported the
cause and helped to transport, domestic and
overseas, the collected coconuts.

We, Sato and Sumihara, went for a research in
Okinawa and Hawaii, in February 2003, August
and September 2004, and February 2005.  We put
together our research result as a tentative report
in the latest Agora（2004）, the journal of ICRS.
Although there are still many more to be exca-
vated, it is safe to say that the entire picture of
the project is revealed for the first time in the
research report.  We hope that the report is read
by as many people as possible.  Because, it
reveals not just one aspect of the history of alien
plants in Okinawa, but more importantly, we
believe that this coconuts project was significant
and a unique case of international cooperation
because it was initiated from the grass roots in
Okinawa and Hawaii, and later the project was
supported by the corporations, statesmen and
even by the US Navy in Hawaii.  The project also
offers an example of cross-cultural transference
of model tourism from Hawaii to Okinawa.  For
our personal concern, the project is an exemplary
case of the philosophy of Tenri University, which
is "the spirit of contribution to others."  The
analysis of the multiplex meanings of the signifi-
cance of the coconuts project remains as our
future assignment.  

Lastly, our research up to now was made possi-
ble by the Academic Research Subsidy of Tenri
University. 

（Written by Noriya Sumihara）

Coconut Trees Which Established a Tropical Image of Okinawa：
The Unknown Fact of 10,000 Coconuts, A Gift From Hawaii

Takanori Sato and Noriya Sumihara

国道脇に残るハワイ産ココヤシ（恩納
村内）

ハワイ産ココヤシ2世（那覇市内） ハワイ産ココヤシ（那覇市内）

喜瀬ビーチの砂浜に残るハワイ
産ココヤシ（名護市内）




