
太平洋に面した長い浜辺にあるブカレムの小漁村
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チリの小規模漁業に生きる人々
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■ フォトエッセイ ■

　

チ
リ
に
住
ん
で
二
年
に
な
る
。
海
外
に
い
て
日
本

の
何
が
恋
し
く
な
る
か
は
人
に
よ
っ
て
違
う
と
思
う

が
、
私
の
場
合
は
断
然
青
魚
で
あ
る
。

　

意
外
か
も
し
れ
な
い
が
、
チ
リ
で
は
日
常
の
食
事

で
魚
介
を
食
べ
る
機
会
は
あ
ま
り
な
い
。
四
〇
〇
〇

キ
ロ
と
い
う
細
長
い
国
の
西
側
は
全
て
太
平
洋
に
面

し
、
日
本
の
ス
ー
パ
ー
に
は
、「（
チ
リ
産
）
サ
ー
モ

ン
」、「（
チ
リ
産
）
ウ
ニ
」、「（
チ
リ
）
ア
ワ
ビ
」
の

ラ
ベ
ル
を
付
け
た
商
品
が
あ
ふ
れ
て
い
る
と
い
う
の

に
。
理
由
は
簡
単
で
、
食
生
活
は
圧
倒
的
に
肉
中
心

で
、
輸
出
さ
れ
て
い
る
美
味
し
い
魚
介
類
は
サ
ン

テ
ィ
ア
ゴ
住
宅
地
区
の
ス
ー
パ
ー
に
は
ほ
と
ん
ど
並

ば
ず
、
遠
く
離
れ
た
南
部
の
大
規
模
漁
港
か
ら
そ
の

ま
ま
日
本
な
ど
海
外
に
送
ら
れ
て
し
ま
う
か
ら
で
あ

る
。
住
宅
地
区
か
ら
離
れ
た
と
こ
ろ
に
あ
る
旧
市
街

に
は
レ
ス
ト
ラ
ン
や
観
光
客
向
け
の
中
央
市
場
が
あ

り
、
そ
こ
に
い
け
ば
南
部
の
漁
場
で
大
型
船
に
よ
っ

て
獲
ら
れ
氷
漬
け
で
運
ば
れ
て
き
た
コ
ン
グ
リ
オ

（
キ
ン
グ
ク
リ
ッ
プ
）
や
、
レ
イ
ネ
タ
と
い
っ
た
中

底
層
性
の
淡
白
な
白
身
の
魚
が
あ
り
は
す
る
。
し
か

し
私
の
大
好
き
な
イ
ワ
シ
、
ア
ジ
、
サ
バ
な
ど
の
近

海
性
の
青
魚
は
、
大
型
船
で
ご
っ
そ
り
捕
獲
さ
れ
、

そ
の
ま
ま
魚
粉
に
な
っ
て
チ
リ
か
ら
日
本
や
中
国
に

輸
出
さ
れ
、
鶏
や
豚
な
ど
の
畜
産
用
飼
料
と
な
っ
て

い
る
の
で
あ
る
。
ウ
ー
ン
、
こ
れ
が
食
の
グ
ロ
ー
バ

リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
っ
て
こ
と
な
の
か
。

　

そ
う
い
う
わ
け
で
半
ば
チ
リ
で
の
魚
介
食
は
諦
め

気
味
に
な
っ
て
い
た
の
だ
が
、
そ
れ
で
も
小
さ
い
入

り
江
な
ど
の
漁
港
を
つ
ぶ
さ
に
見
て
行
く
と
、
そ
こ

に
は
日
本
の
田
舎
の
漁
村
の
よ
う
な
漁
民
文
化
が
あ

る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
輸
出
港
の
近
く
で
、
眼



港で漁船から直接買ったメルルーサは、
その場で下ごしらえ

寒流に棲む豊富な魚介がならぶメルカド。
上段の魚は左からレイネタ、メルルーサ、
コングリオ

漁船の浜への引き揚げには、いまだ荷馬が現役のオルコン漁港
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前
の
コ
ン
テ
ナ
用
巨
大
ク
レ
ー
ン
と
は
ミ
ス
マ
ッ
チ

な
、
危
な
っ
か
し
い
ほ
ど
古
ぼ
け
た
埠
頭
で
水
揚
げ

に
大
忙
し
の
漁
夫
た
ち
、
あ
る
い
は
、
幹
線
道
か
ら

は
な
れ
た
ひ
っ
そ
り
し
た
漁
村
で
、
親
の
代
か
ら
漁

業
を
続
け
て
い
る
人
々
。
彼
ら
は
、
明
け
方
に
小
舟

で
漁
に
出
か
け
て
、
昼
前
に
は
港
に
戻
り
、
ま
だ
生

き
て
い
る
メ
ル
ル
ー
サ
（
銀
ダ
ラ
）
や
貝
を
浜
に
な

ら
べ
て
売
っ
て
い
る
。
こ
れ
な
ら
、
探
せ
ば
新
鮮
な

お
刺
身
に
で
き
る
よ
う
な
青
魚
も
ひ
ょ
っ
と
し
た
ら

見
つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
期
待
が
高
ま
る
。

　

結
論
か
ら
言
う
と
、そ
れ
で
も
や
っ
ぱ
り
無
理
だ
っ

た
。
さ
ら
に
調
べ
て
み
る
と
か
な
り
構
造
的
な
問
題

が
あ
る
こ
と
が
わ
か
っ
て
き
た
。
チ
リ
で
は
漁
業
法

で
「
産
業
的
漁
業
」
と
「
伝
統
的
漁
業
」
が
明
確
に

区
別
さ
れ
て
い
る
。「
伝
統
的
漁
業
」
で
は
、
船
は
全

長
一
八
メ
ー
ト
ル
以
下
の
小
型
船
と
決
め
ら
れ
、
重

量
も
五
〇
ト
ン
以
下
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
の
「
産

業
的
漁
業
」
は
船
舶
の
大
き
さ
の
制
約
は
な
い
。
チ

リ
が
一
次
産
品
輸
出
に
よ
る
経
済
発
展
モ
デ
ル
を
追

求
す
る
な
か
で
、
産
業
的
漁
業
は
外
貨
獲
得
の
柱
の

ひ
と
つ
と
し
て
資
金
調
達
や
外
国
技
術
の
導
入
で
大

規
模
化
効
率
化
が
す
す
め
ら
れ
る
一
方
、
小
規
模
な

伝
統
的
漁
業
は
政
府
の
保
護
も
ほ
と
ん
ど
受
け
ら
れ

な
か
っ
た
。
大
型
漁
船
が
、
沖
合
で
魚
粉
原
料
と
し

て
表
層
魚
を
大
規
模
巻
き
網
漁
で
一
網
打
尽
に
獲
っ

て
い
く
た
め
に
、
沿
岸
部
で
小
規
模
に
し
か
操
業
で

き
な
い
伝
統
的
漁
業
で
は
、
魚
種
・
漁
獲
量
と
も
に

減
る
一
方
で
あ
る
。
ま
た
漁
獲
割
当
量
自
体
も
少
な

い
た
め
、
休
漁
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
日
も
多
い
。

　

メ
ン
ブ
リ
ー
ジ
ョ
の
漁
港
は
、
チ
リ
最
大
の
輸
出

港
で
あ
る
バ
ル
パ
ラ
イ
ソ
港
か
ら
南
に
車
で
二
〇
分

ほ
ど
下
っ
た
、
そ
こ
だ
け
時
代
に
と
り
残
さ
れ
た
よ

う
な
場
所
に
あ
る
。
登
録
さ
れ
て
い
る
漁
業
従
事
者

は
二
二
三
人
、
船
舶
は
三
三
隻
に
す
ぎ
な
い
が
、

一
九
八
〇
年
代
ま
で
は
今
の
倍
以
上
の
漁
師
が
い
た
。

　

そ
こ
で
は
、
港
か
ら
す
ぐ
の
と
こ
ろ
で
も
、
マ
グ

ロ
、
メ
カ
ジ
キ
が
獲
れ
る
こ
と
も
多
く
、
ま
た
ア
ジ
、

イ
ワ
シ
と
い
っ
た
表
層
魚
が
文
字
通
り
「
捨
て
る
ほ



「どう、ひとつ持って帰る？」と言われても
困るサイズの巨大イカ下足

メンブリージョ港前のメルルーサ加工屋台。
おこぼれを狙うペリカンの目も真剣

埠頭の前で巨大イカの皮はぎ。
これはかなりの重労働

ど
」
水
揚
げ
さ
れ
て
い
た
ら
し
い
。

そ
れ
が
近
年
表
層
魚
は
ほ
と
ん
ど
獲

れ
な
く
な
り
、
今
で
は
中
層
魚
の
メ

ル
ル
ー
サ
と
全
長
二
メ
ー
ト
ル
は
あ

る
巨
大
イ
カ
（
ヒ
ビ
ア
）
の
み
が
、

沿
岸
漁
民
た
ち
の
生
活
を
か
ろ
う
じ

て
支
え
る
。
港
を
朝
早
く
訪
問
す
る

と
、
船
か
ら
下
ろ
し
た
ば
か
り
で
鮮

度
の
い
い
メ
ル
ル
ー
サ
が
ボ
ー
ト
脇

で
売
ら
れ
、そ
の
横
の
「
専
用
屋
台
」

で
魚
を
お
ろ
し
て
く
れ
る
。
そ
れ
で

も
、
昔
に
比
べ
る
と
メ
ル
ル
ー
サ
の

サ
イ
ズ
は
ず
い
ぶ
ん
小
さ
く
な
っ
て

き
て
い
て
漁
獲
量
自
体
も
落
ち
、
す

で
に
そ
の
先
行
き
も
危
ぶ
ま
れ
て
い
る
。

　

チ
リ
中
南
部
の
沿
岸
部
は
、
二
〇
一
〇
年
二
月

二
八
日
の
大
地
震
と
津
波
で
大
き
な
被
害
を
受
け
た

地
域
で
も
あ
る
。
情
報
の
混
乱
か
ら
津
波
警
報
は
発

令
さ
れ
ず
、
結
果
と
し
て
海
岸
部
に
住
む
多
く
の
沿

岸
漁
民
と
そ
の
家
族
の
命
が
奪
わ
れ
た
。
津
波
か
ら

か
ろ
う
じ
て
助
か
っ
た
人
達
も
、
そ
の
後
二
週
間
は

ず
っ
と
自
宅
を
離
れ
、
高
台
で
暮
ら
し
続
け
て
い
た



出漁を待つ漁船。割当漁獲量が少なく、
休漁の日も多い

津波被害跡をとどめるドゥアオ港の小屋 禁漁の日、網繕いをする漁師。日本から来た、と言うと「日本の船外機は良いよー」と称賛
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と
言
う
。
地
震
直
後
に
漁
師
が
「
海
は
こ
れ
ま
で
自

分
に
全
て
を
与
え
て
く
れ
た
。
そ
し
て
、
今
全
て
を

奪
い
去
っ
て
い
っ
た
。」
と
語
っ
て
い
た
言
葉
が
忘

れ
ら
れ
な
い
。

　

現
在
、
津
波
被
害
が
大
き
か
っ
た
漁
村
に
は
、
大

型
復
興
支
援
計
画
が
も
ち
あ
が
っ
て
い
る
。
チ
リ
・

ワ
イ
ン
の
ブ
ー
ム
で
産
地
の
観
光
化
に
成
功
し
た

「
ワ
イ
ン
・
ロ
ー
ド
」
な
ら
ぬ
、「
漁
村
ロ
ー
ド
」
を

整
備
し
、
沿
岸
漁
業
と
観
光
業
を
融
合
し
た
モ
ダ
ン

な
施
設
が
立
つ
予
定
で
あ
る
。
産
業

的
漁
業
優
遇
が
変
わ
ら
な
い
な
か

で
、
沿
岸
漁
民
の
生
活
に
ど
の
程
度

効
果
が
あ
る
の
か
疑
問
で
あ
る
が
、

彼
ら
が
再
び
寒
流
の
海
の
恵
み
を
実

感
で
き
る
日
が
来
る
こ
と
を
願
う
ば

か
り
で
あ
る
。




