
月
明
か
り
が
辺
り
の
木
々
を
う
っ
す
ら
と
照
ら

し
出
す
。
午
前
六
時
前
、
私
た
ち
三
人
は
ジ
ャ
ン

グ
ル
の
奥
深
く
を
目
指
し
て
歩
き
出
し
た
。
前
を

行
く
ジ
ャ
ガ
ウ
さ
ん
と
ガ
バ
リ
さ
ん
は
、
動
物
に

気
づ
か
れ
な
い
よ
う
に
警
戒
し
な
が
ら
前
進
す
る
。

肩
に
は
弓
と
木
筒
。
筒
の
中
に
は
六
○
本
の
矢
が

ぎ
っ
し
り
と
詰
ま
っ
て
い
る
。

ふ
と
、
い
つ
の
間
に
か
肩
で
息
を
す
る
ほ
ど
疲

れ
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
。
時
計
に
目
を
や

る
と
、
歩
き
始
め
て
も
う
二
時
間
も
た
っ
て
い
る
。

だ
が
い
っ
こ
う
に
獲
物
の
気
配
が
な
い
。
本
当
に

弓
矢
で
狩
り
な
ん
て
で
き
る
の
だ
ろ
う
か
…
…
。

不
安
が
頭
を
よ
ぎ
っ
た
。

そ
の
と
き
だ
。
カ
サ
カ
サ
っ
と
木
の
葉
が
揺
れ

る
音
の
先
に
、
枝
の
上
を
飛
び
跳
ね
る
一
匹
の
猿

が
見
え
た
。
二
人
は
急
に
駆
け
出
し
て
「
ウ
ォ
ー
、

ウ
ォ
ー
、
ウ
ォ
ー
」
と
う
な
り
声
を
あ
げ
る
。
近

く
に
人
間
が
い
る
こ
と
を
猿
に
意
識
さ
せ
る
た
め

だ
。
そ
し
て
警
戒
し
た
猿
が
動
き
を
止
め
る
と
、

ジ
ャ
ガ
ウ
さ
ん
は
す
か
さ
ず
矢
を
抜
き
、
静
か
に

か
ま
え
た
。
次
の
瞬
間
、
放
た
れ
た
矢
は
見
事
に

命
中
し
、
猿
は
地
面
へ
と
墜
落
し
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
・
ス
マ
ト
ラ
島
の
西
岸
都
市
パ

ダ
ン
か
ら
フ
ェ
リ
ー
で
西
へ
進
む
こ
と
半
日
。
こ

こ
は
、
先
住
民
の
ム
ン
タ
ワ
イ
族
が
暮
ら
す
シ
ベ

ル
ー
ト
島
だ
。
島
に
到
着
後
、
海
岸
の
村
マ
イ
レ

ペ
ッ
ト
か
ら
ス
ピ
ー
ド
ボ
ー
ト
で
小
川
を
七
時
間
、

そ
れ
か
ら
六
時
間
の
山
登
り
と
、
渡
し
舟
で
二
時

間
の
川
下
り
を
終
え
て
よ
う
や
く
最
終
目
的
地
に

た
ど
り
着
く
。

■ フォト・エッセイ ■

サクッデイ
──最後のムンタワイ族──
写真・文

久保真人
Masato Kubo

狩りの最中のガバリさんが、獲物の鳴き声に耳をすませている
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そ
の
名
は
、
サ
ク
ッ
デ
イ
。
一
九
七
○
年
代
、

あ
る
家
族
が
森
の
最
奥
部
を
流
れ
る
ク
ッ
デ
イ
川

の
そ
ば
に
移
り
住
ん
だ
こ
と
か
ら
、
そ
れ
が
一
族

の
名
と
な
り
、
地
名
と
な
っ
た
。

イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
属
し
な
が
ら
も
近
年
ま
で
独

自
の
文
化
を
守
っ
て
き
た
ム
ン
タ
ワ
イ
族
は
、
一

九
九
○
年
代
に
入
る
と
現
代
文
化
の
波
に
飲
み
込

ま
れ
た
。
パ
ダ
ン
か
ら
様
々
な
物
が
入
る
よ
う
に

な
り
、
昔
な
が
ら
の
伝
統
や
習
慣
の
多
く
が
姿
を

消
し
た
。
今
と
な
っ
て
は
、
真
の
ム
ン
タ
ワ
イ
文

化
の
中
で
暮
ら
し
て
い
る
人
び
と
は
、
こ
こ
サ
ク

ッ
デ
イ
を
残
す
の
み
と
な
っ
た
。

早
朝
の
狩
り
で
捕
ら
え
た
猿
は
、
大
き
な
鍋
で

一
時
間
以
上
ぐ
つ
ぐ
つ
と
煮
ら
れ
、
そ
の
日
の
昼

食
に
な
っ
た
。
脂
身
の
少
な
い
豚
肉
と
で
も
言
お

う
か
、
初
め
て
食
べ
た
猿
は
意
外
に
も
美
味
だ
っ

た
。
そ
し
て
猿
の
肉
と
一
緒
に
口
に
し
た
の
は
、

「
サ
グ
」
と
い
う
日
本
で
は
聞
き
な
れ
な
い
食
べ

物
だ
。

サ
グ
の
製
法
は
こ
う
だ
。
ま
ず
高
さ
一
○
メ
ー

ト
ル
ほ
ど
に
成
長
し
た
ヤ
シ
科
の
サ
ゴ
ヤ
シ
と
い

う
木
を
切
り
倒
し
、
直
径
五
○
セ
ン
チ
は
あ
ろ
う

か
と
い
う
木
の
幹
を
削
り
だ
す
。
そ
し
て
そ
れ
を

水
で
ろ
過
し
て
で
ん
ぷ
ん
を
抽
出
し
た
後
、
乾
か

し
て
粉
状
に
す
る
。
最
後
に
そ
の
粉
を
サ
グ
の
葉

で
包
み
、
長
さ
三
○
セ
ン
チ
ほ
ど
の
棒
状
に
し
た

も
の
を
数
十
分
火
に
か
け
れ
ば
出
来
上
が
り
だ
。

食
感
は
や
や
硬
く
て
も
ち
も
ち
し
て
お
り
、
日
本

人
に
は
ど
う
も
味
気
な
い
。
ま
た
サ
グ
の
ほ
か
に

も
、
豚
、
鶏
、
エ
ビ
、
タ
ロ
イ
モ
、
バ
ナ
ナ
、
サ

家の前で弓矢の練習をする 8歳の少年

焼きたてのサグ。もちもちとした舌触りが特徴だ

家畜の水牛に、エサとしてサゴヤシの木の幹を与える

マレーシア

ジャカルタ

メダン

パダン

ブルネイ

インドネシア

フィリピン

マカッサル

スラバヤ

クアラルンプール

シベルート島

ジャカルタ

シンガポール

メダン

パダン

ムンタワイ諸島

ニアス島
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ト
ウ
ヤ
シ
（
樹
液
を
飲
む
）
な
ど
が
日
常
的
に
食

べ
ら
れ
て
い
る
。
海
岸
近
く
の
村
で
は
、
パ
ダ
ン

か
ら
運
ば
れ
て
く
る
イ
ン
ス
タ
ン
ト
麺
や
白
い
ご

飯
が
食
事
の
中
心
で
あ
る
の
に
対
し
（
お
か
ず
が

な
い
こ
と
も
多
々
）、
現
代
文
化
か
ら
一
番
遠
い

と
こ
ろ
に
あ
る
サ
ク
ッ
デ
イ
の
食
事
が
も
っ
と
も

豊
か
で
お
い
し
い
の
は
、
な
ん
と
も
皮
肉
な
こ
と

だ
。サ

ク
ッ
デ
イ
で
は
、
血
の
つ
な
が
っ
た
一
一
家

族
が
「
ウ
マ
」
と
呼
ば
れ
る
巨
大
な
高
床
式
住
居

で
共
同
生
活
を
送
っ
て
い
る
。
ウ
マ
の
下
で
は
豚

や
犬
が
自
由
に
歩
き
回
る
。
人
々
は
衣
服
を
ま
と

わ
ず
、
男
性
は
木
の
皮
で
で
き
た
カ
ビ
ッ
ト
と
呼

ば
れ
る
ふ
ん
ど
し
を
、
女
性
は
下
半
身
を
隠
す
布

の
腰
巻
の
み
を
身
に
つ
け
る
。
ま
た
、
男
女
と
も

に
成
人
の
証
と
し
て
全
身
に
刺
青
を
彫
る
。

「
初
め
て
警
察
官
が
や
っ
て
き
た
と
き
は
、
彼

ら
め
が
け
て
思
い
っ
き
り
弓
矢
を
ぶ
っ
放
し
た
ん

だ
。
ハ
ッ
ハ
ッ
ハ
」。

そ
う
言
っ
て
過
去
を
振
り
返
る
の
は
、
家
族
の

中
で
最
年
長
の
タ
ウ
パ
ブ
ブ
ッ
ト
さ
ん
だ
。
一
九

九
○
年
代
前
半
、
開
発
政
策
を
推
進
す
る
政
府
の

足
は
、
つ
い
に
サ
ク
ッ
デ
イ
に
ま
で
及
ん
だ
。
政

府
は
島
に
駐
在
す
る
警
察
官
を
派
遣
し
、
サ
ク
ッ

デ
イ
の
人
び
と
に
長
髪
を
切
っ
て
衣
服
を
着
る
よ

う
求
め
た
り
、
祈
祷
や
薬
草
を
使
っ
た
伝
統
的
な

治
療
法
を
や
め
る
よ
う
に
迫
っ
て
き
た
と
い
う
。

「
で
も
今
は
も
う
政
府
も
そ
ん
な
こ
と
は
し
て

こ
な
い
か
ら
、
敵
意
は
持
っ
て
い
な
い
よ
。
政
策

PHOTO

ESSAY
インドネシア/Indone

sia

ウマの玄関周辺で、女性がござを作っている

削りだしたサゴヤシの木の幹に水をかけ、足でこすってでんぷんだけを取り出している

お腹の調子が悪い子どもに、シケレイ（伝統療法士）の二人が薬草を飲ませて治療を施す
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に
対
し
て
も
、
特
別
な
感
情
は
抱
い
て
な
い
さ
」。

一
一
家
族
の
長
で
あ
る
ラ
イ
バ
さ
ん
は
言
う
。

事
実
、
サ
ク
ッ
デ
イ
の
人
び
と
は
片
道
八
時
間
も

か
か
る
最
寄
り
の
村
で
頻
繁
に
買
い
物
を
し
て
い

る
。
食
事
の
と
き
に
使
う
器
や
コ
ッ
プ
は
プ
ラ
ス

テ
ィ
ッ
ク
製
だ
し
、
夜
に
な
る
と
小
さ
な
灯
油
ラ

ン
プ
で
明
か
り
を
灯
す
。
ま
た
、
三
○
代
く
ら
い

ま
で
の
人
た
ち
は
、
ほ
と
ん
ど
が
衣
服
を
身
に
つ

け
、
刺
青
も
し
て
い
な
い
。
学
校
に
通
っ
た
こ
と

が
あ
る
人
も
多
く
、
簡
単
な
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
語
な

ら
理
解
で
き
る
。
ラ
イ
バ
さ
ん
は
続
け
る
。

「
カ
ビ
ッ
ト
は
た
だ
の
シ
ン
ボ
ル
で
あ
っ
て
、

大
切
な
の
は
そ
れ
が
も
つ
本
当
の
意
味
。
こ
れ
は

『
恥
ず
か
し
い
部
分
を
隠
す
』
た
め
に
つ
け
て
い

る
ん
だ
。
昔
は
服
が
な
か
っ
た
か
ら
。
刺
青
も
強

制
的
な
も
の
じ
ゃ
な
い
。
自
分
が
『
成
人
に
な
っ

た
』
と
自
覚
す
れ
ば
彫
っ
た
ら
い
い
。
お
祭
り
の

前
に
性
行
為
を
し
な
い
と
か
、
そ
う
い
っ
た
慣
わ

し
を
守
る
こ
と
が
重
要
な
の
で
あ
っ
て
、
格
好
は

問
題
じ
ゃ
な
い
ん
だ
」。

彼
ら
の
話
を
聞
く
ま
で
、
サ
ク
ッ
デ
イ
の
人
び

と
は
外
部
と
の
接
触
を
嫌
い
、
開
発
を
進
め
る
政

府
を
憎
ん
で
い
る
と
私
は
思
っ
て
い
た
。
だ
が
実

は
彼
ら
は
と
て
も
寛
容
で
、
理
解
の
あ
る
人
び
と

だ
。
近
い
将
来
、
カ
ビ
ッ
ト
や
刺
青
は
姿
を
消
す

か
も
し
れ
な
い
。
だ
が
彼
ら
が
森
に
生
き
続
け
る

限
り
、
そ
れ
は
サ
ク
ッ
デ
イ
の
終
わ
り
を
意
味
す

る
こ
と
に
は
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

（ 

く
ぼ　

ま
さ
と
／
フ
ォ
ト
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス

ト
）

サクッデイに一番近い村、マトトナン。村にはコンクリートの道があり、家々も小さい

マトトナンにある小学校。先生の数が足りず、1〜 6年生までをたった
二人の先生が教えている

父親が矢を作っているのに見入る二人の子ども
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