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ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
歌
と
収
穫
儀
礼

）

一
〇
三　
︵

は
じ
め
に
―
発
掘
を
終
え
て
―

　

カ
ヌ
ー
を
駆
っ
て
蒼
茫
と
し
た
南
の
海
原
に
乗
り
出
し
た
ポ
リ

ネ
シ
ア
人
は
︑
未
知
の
島
々
に
い
か
に
安
住
の
地
を
見
出
し
た
の

か
︒
人
は
ど
の
よ
う
に
し
て
住
み
場
所
を
つ
く
り
出
す
の
か
︒
レ

ン
ネ
ル
島︵
民

︶
₁

の
口
承
歌
の
採
集
と
考
古
学
的
発
掘
調
査
の
結
果
に

も
と
づ
い
て
︑﹁
す
み
か
﹂
の
象
徴
景
観
を
復
元
す
る
︒

ち
ょ
う
ど
︑
わ
れ
わ
れ
の
発
掘
調
査
が
終
わ
っ
た
と
こ
ろ
だ
っ

た
︒
発
掘
し
た
住
居
跡
の
ま
わ
り
に
集
ま
っ
て
き
た
島
の
人
々
は
︑

な
に
か
不
安
気
な
手
振
り
で
︑
つ
ぶ
や
く
よ
う
に
歌
い
は
じ
め
た
︒

そ
れ
は
歌
と
い
う
よ
り
も
祈
り
の
言
葉
の
よ
う
に
聞
こ
え
た
︒
昔

の
歌
や
踊
り
は
キ
リ
ス
ト
教
会
に
よ
っ
て
厳
し
く
禁
じ
ら
れ
て
い

た
か
ら
︑
戒
め
を
犯
す
よ
う
な
心
持
ち
が
見
て
と
れ
た
︒
し
か
し
︑

彼
ら
の
表
情
に
明
る
さ
が
戻
っ
て
く
る
の
に
︑
そ
ん
な
に
時
間
が

か
か
ら
な
か
っ
た
︒

﹁
こ
こ
が
儀
礼
広
場
の
ゴ
ト
・
マ
ガ
エngoto m

angaʼ e

︑
こ

こ
で
儀
礼
の
踊
り
が
捧
げ
ら
れ
た
︒﹂﹁
広
場
に
ヤ
ム
イ
モ
や
コ
コ

ナ
ッ
ツ
を
山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
て
︑
神
に
祈
り
︑
皆
で
分
け
あ

っ
た
︒﹂﹁
真
ん
中
の
少
し
高
く
な
っ
た
と
こ
ろ
が
首
長
の
住
ま
い
︒

そ
の
上
に
大
き
な
家
が
建
っ
て
い
た
︒
そ
の
う
し
ろ
は
炊
事
場
︒

そ
こ
に
小
屋
が
あ
っ
た
︒﹂
老
人
た
ち
の
脳
裏
に
昔
の
記
憶
が
︑

つ
ぎ
つ
ぎ
に
甦
っ
て
き
た
︒
は
か
ら
ず
も
失
わ
れ
た
風
景
を
垣
間

み
る
瞬
間
に
出
会
う
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
︒

一
九
三
八
年
︑
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
と
し
て
最
も
遅
く
キ
リ
ス
ト
教

を
受
け
入
れ
た
島
の
人
々
は
︑
教
会
に
よ
っ
て
そ
れ
ま
で
の
生
活

の
す
べ
て
を
奪
わ
れ
た
︵
近
森₁₉₈₈

︶︒
安
息
日
再
臨
派
教
会

Seventh D
ay A

dventist M
ission 

︵S.D
.A

.

︶
の
布
教
活
動
が

始
ま
る
と
︑
昔
か
ら
あ
っ
た
家
々
は
破
壊
さ
れ
︑
焼
き
払
わ
れ
て
︑

三
七
三

ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
歌
と
収
穫
儀
礼

─
─
レ
ン
ネ
ル
島
の
集
落
遺
跡
発
掘
に
よ
る
「
す
み
か
」
の
復
元
─
─

近

森
　

正



史
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一
〇
四　
︵

森
の
中
に
打
ち
捨
て
ら
れ
た
︒
人
々
は
強
制
的
に
移
動
を
余
儀
な

く
さ
せ
ら
れ
︑
教
会
を
中
心
と
す
る
新
し
い
村
が
つ
く
ら
れ
た
︒

そ
し
て
教
会
区
ご
と
に
七
つ
の
村
に
分
割
さ
れ
た
︒
昔
の
集
落
の

形
態
は
土
着
の
宗
教
的
な
象
徴
に
深
く
結
び
つ
い
て
い
た
か
ら
︑

宣
教
師
た
ち
は
彼
ら
が
邪
教
と
み
な
す
﹁
野
蛮
﹂
な
宗
教
を
一
掃

す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
の
で
あ
る
︒
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ

る
以
前
の
集
落
︑
家
屋
敷
は
こ
と
ご
と
く
森
の
中
に
埋
も
れ
て
し

ま
っ
た
︒
わ
れ
わ
れ
は
聞
き
取
り
調
査
に
よ
っ
て
︑
か
つ
て
の
集

落
の
分
布
を
明
ら
か
に
し
︑
そ
の
う
ち
か
ら
二
地
点
を
選
ん
で
︑

集
落
跡
の
考
古
学
的
発
掘
を
お
こ
な
っ
た
︒
そ
し
て
年
配
者
た
ち

に
在
り
し
日
の
記
憶
を
語
っ
て
も
ら
い
︑
祈
り
の
歌
声
を
記
録
し

て
︑
失
わ
れ
た
民
俗
文
化
の
復
元
に
と
り
か
か
っ
た
︒

Ⅰ
． 

ヤ
ム
イ
モ
の
収
穫
儀
礼
―
マ
ガ
エ
の
儀
礼
―

　

ト
ビ
ウ
オ
漁
の
季
節
を
ひ
か
え
て
︑
ニ
ウ
パ
ニ
村
の
首
長
ガ
ト

ン
ガ
氏
が
つ
く
っ
て
い
た
大
き
な
カ
ヌ
ー
が
完
成
し
た
︒
そ
れ
を

祝
っ
て
収
穫
し
た
ヤ
ム
イ
モ
を
村
人
に
分
配
し
︑
宴
会
が
催
さ
れ

る
こ
と
に
な
っ
た
︒
食
糧
の
分
配
は
季
節
の
変
わ
り
目
や
大
量
の

収
穫
が
あ
っ
た
時
な
ど
に
行
な
わ
れ
る
が
︑
家
屋
が
建
て
ら
れ
た

と
き
︑
首
長
の
子
や
孫
が
生
ま
れ
た
時
な
ど
に
も
催
さ
れ
る
︒
父

系
出
自
集
団
の
首
長
︵
ハ
カ
フ
アhakahua

︶
は
系
譜
を
通
じ
て

生
産
性
の
高
い
土
地
を
代
々
継
承
し
て
い
る
か
ら
︑
そ
こ
か
ら
得

た
収
穫
物
を
で
き
る
だ
け
多
く
の
人
々
に
分
け
与
え
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
︒
そ
れ
が
首
長
の
つ
と
め
な
の
で
あ
る
︒
そ
の
気
前
の
良

さ
が
彼
の
社
会
的
地
位
を
高
め
る
︒
か
つ
て
は
︑
神
々
に
祈
り
を

捧
げ
る
重
要
な
マ
ガ
エ
の
儀
礼
︵
ト
ゥ
ハ
ン
ガ
・
オ
・
テ
・
マ
ガ

エtuhaʼ anga o te m
angaʼ e

︶
を
お
こ
な
っ
て
分
配
し
た
︒
し

か
し
︑
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
て
か
ら
は
︑
教
会
が
伝
統
的
な

宗
教
と
の
結
び
つ
き
を
忌
避
し
て
︑
儀
礼
を
お
こ
な
う
こ
と
を
禁

じ
た
た
め
に
︑
そ
れ
に
と
も
な
う
祈
り
の
歌
や
踊
り
も
︑
す
べ
て

が
行
な
わ
れ
な
く
な
っ
た
︒
今
で
は
キ
リ
ス
ト
教
の
簡
単
な
ミ
サ

の
あ
と
で
︑
収
穫
物
を
分
配
す
る
だ
け
の
簡
素
な
形
に
姿
を
か
え

て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
︒

　

集
落
遺
跡
の
発
掘
が
終
了
し
て
か
ら
半
月
ほ
ど
た
っ
た
一
九
七

三
年
三
月
の
半
ば
︑
こ
の
マ
ガ
エ
の
分
配
儀
礼
を
昔
の
や
り
方
で

や
っ
て
み
よ
う
と
い
う
声
が
人
々
の
間
に
も
ち
あ
が
っ
た
︒
わ
れ

わ
れ
の
発
掘
調
査
が
懐
旧
の
感
情
を
呼
び
起
こ
し
た
の
だ
ろ
う
と

い
う
こ
と
は
察
し
が
つ
い
た
︒
で
も
︑
も
う
ひ
と
つ
考
え
ら
れ
る

こ
と
が
あ
っ
た
︒
ち
ょ
う
ど
そ
の
頃
︑
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
が
英
国
植

民
地
か
ら
独
立
︵
一
九
七
八
年
︶
す
る
の
に
先
立
っ
て
︑
首
都
ホ

ニ
ア
ラ
に
来
航
す
る
エ
リ
ザ
ベ
ス
女
王
一
行
に
︑
各
地
の
土
着
の

音
楽
と
踊
り
を
披
露
し
よ
う
と
い
う
目
論
見
が
行
政
府
に
よ
っ
て

三
七
四



ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
歌
と
収
穫
儀
礼

）

一
〇
五　
︵
三
七
五

進
め
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
︒
そ
ん
な
機
運
が
こ
こ
に
も
及
ん
で

い
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒

　

儀
礼
は
テ
ィ
ン
ゴ
ア
村
の
首
長
ガ
ト
ン
ガ
氏
の
家
と
そ
の
前
方

の
空
き
地
で
お
こ
な
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
︒
儀
礼
の
手
順
は
老

人
た
ち
が
話
し
合
い
︑
歌
と
踊
り
は
記
憶
を
た
ど
り
な
が
ら
お
こ

な
わ
れ
た
︒
け
し
て
段
取
り
よ
く
演
じ
ら
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ

た
が
︑
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
た
ち
の
証
言
と
あ
わ
せ
て
︑
断
片
的

な
所
作
を
一
貫
し
た
流
れ
の
な
か
に
と
ら
え
な
お
し
て
︑
在
り
し

日
の
情
景
を
復
元
す
る
︒
儀
礼
は
七
つ
の
場
面
を
追
っ
て
進
行
し
︑

最
後
に
収
穫
さ
れ
た
ヤ
ム
イ
モ
が
分
配
さ
れ
て
︑
饗
宴
が
催
さ
れ

た
︒₁

． 

神
々
を
迎
え
る　

　

首
長
の
家
の
前
の
広
場
に
は
︑
収
穫
さ
れ
た
ば
か
り
の
大
量
の

ヤ
ム
イ
モ
が
運
び
込
ま
れ
た
︒
人
々
は
そ
れ
を
取
り
分
け
て
︑
い

く
つ
も
の
小
山
に
積
み
上
げ
る
︒︵
図
₁ 

︶
儀
礼
の
用
意
が
始
め

ら
れ
る
と
︑
首
長
の
屋
敷
は
一
変
し
て
︑
日
常
と
か
け
離
れ
た
空

間
に
な
る
︒
子
供
た
ち
の
声
も
消
え
︑
あ
た
り
は
厳
粛
な
静
け
さ

に
包
ま
れ︵
る

︶
₂

︒

　

突
然
︑
板
太
鼓
の
一
打
が
大
き
く
響
き
渡
っ
た
︒
儀
礼
の
開
始

を
告
げ
る
合
図
で
あ
る
︒
乾
い
た
音
が
コ
コ
ヤ
シ
の
木
立
を
駈
け

図 1　収穫されたヤムイモが儀礼のために首長によって積み上げられる
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一
〇
六　
︵
三
七
六

ぬ
け
て
︑
集
落
を
取
巻
く
熱
帯
林
に
こ
だ
ま
す
る
︒
夕
方
の

強
い
日
差
し
が
よ
う
や
く
森
の
向
こ
う
に
傾
い
て
︑
涼
し
い

風
が
頭
上
の
ヤ
シ
の
葉
の
茂
み
を
揺
ら
し
た
︒
一
人
の
老
人

が
広
場
の
中
央
に
置
か
れ
た
板
太
鼓
︵
パ
パpapa

︶
を
前

に
し
て
胡
座
を
か
い
て
坐
る
︵
図
₂
︶︒
板
太
鼓
は
長
さ
１２０

か
ら
１５０
㎝
︑
幅
約
₄₀
㎝
く
ら
い
︑
厚
さ
₅
㎝
も
あ
る
重
い
︑

半
月
形
の
板
で
︑
ク
ワ
科
の
高
木
シ
ダ
レ
ガ
ジ
ュ
マ
ル

ficus benjam
ini L.

︵
レ
ン
ネ
ル
名
：
ア
オ
アʼ aoa

︶
の
板

根
を
切
り
取
っ
て
作
ら
れ
る
︒
叩
き
手
は
板
の
円
弧
を
外
側

に
置
い
て
座
り
︑
両
手
に
撥
の
棒
︵
カ
ウ
・
テ
ィ
パkau 

tipa

︶
を
握
っ
て
板
を
叩
く
︒
板
の
前
方
は
地
面
に
突
き
刺

し
た
杭
で
固
定
さ
れ
︑
内
側
は
叩
き
手
の
足
の
上
に
乗
せ
ら

れ
て
︑
地
面
と
の
間
に
反
響
空
間
を
つ
く
る
︒
板
の
両
側
に

わ
ず
か
な
反
り
が
あ
る
た
め
に
︑
叩
く
位
置
を
板
の
中
央

︵
プ
ト
ゥputu

︶
か
ら
両
端
︵
パ
ア
シpaʼ asi

︶
に
移
し
な

が
ら
︑
音
色
や
響
き
を
変
え︵
る

︶
₃

︒

　

儀
礼
の
始
ま
り
を
告
げ
る
太
鼓
は
タ
ア
タ
シtaa tasi

と

呼
ば
れ
︑
一
回
だ
け
強
く
打
た
れ
る
︒
そ
れ
に
続
い
て
神
を

迎
え
る
パ
パ
・
ハ
イ
・
ア
ト
ゥ
アpapa hai atua

︵
神
に

捧
げ
る
太
鼓
︶
と
踊
り
が
始
ま
る
︒
数
人
の
男
た
ち
が
﹁
オ 

ツ
ク 
ネ
イ
︑
オ
ゴ
イ 

オ
ゴ
イ
︑　

オ 

ツ
ク 

ネ
イ 

︙ o 

図 2　  神を迎える神に捧げる太鼓（パパ・ハイ・アトゥア papa hai atua）と踊り：板太鼓の周りを
踊り手たちが反時計まわりにスキップを踏みながら踊る
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一
〇
七　
︵

tuku nei, ongoi ongoi, o tuku nei 

︙
﹂
と
掛
け
声
を
か
け
な

が
ら
︑
板
太
鼓
を
叩
く
老
人
の
周
り
を
ゆ
っ
く
り
と
ス
キ
ッ
プ
を

踏
み
な
が
ら
︑
反
時
計
回
り
に
踊
る
︒
太
鼓
に
あ
わ
せ
て
歌
う
こ

と
に
よ
っ
て
神
々
の
降
臨
を
乞
い
願
う
の
で
あ
る
︒
ウ
グʼ ungu

と
呼
ば
れ
る
導
入
部
で
は
︑
ひ
と
つ
の
節
を
太
鼓
が
五
拍
か
六
拍

で
打
ち
︑
第
二
拍
目
と
最
後
の
拍
に
強
い
ビ
ー
ト
が
は
い
る
︒
歌

は
曲
線
的
な
旋
律
と
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
で
歌
わ
れ
る
︒
踊
り
手
た
ち

は
次
第
に
上
半
身
を
揺
ら
せ
︑
腕
で
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー
を
つ
く
り
な

が
ら
︑
踊
り
の
輪
を
内
側
に
閉
じ
る
よ
う
に
小
さ
く
し
て
い
く
︒

　
﹁
ノ
コ 

ト
オ 

タ
ナ
ゴ
ウ 

ト
コ 
ト
ゥ
ア
レ
︑
ノ
コ 

カ
ケ 

コ 

テ 

イ
カ 

テ 

セ
グ
ア
ト
ゥ
イ 

ク
ア
ガ 
ア
ア 
︙ noko too tanan-

gou toko tuale, noko kake ko te ika te senguatui kuaga 
aa 

︙
﹂
こ
れ
を
三
回
な
い
し
四
回
繰
り
返
す
︒
そ
し
て
﹁
ア 

テ

ア 

テ 

オ
ラ
イ 

ニ
ギ
ゲ
︑
ト
ゥ
イ 

ク
ア
ン
ガ 

ア
︙
︑
ア
ウ 

ト
ゥ

イ 

ク
ア
ン
ガ 

ア
︙ a te a te olai niginge, tui kuanga a 
︙ , 

au tui kuanga a 

︙
﹂
と
歌
う
︒︵
レ
ン
ネ
ル
島
ハ
タ
グ
ア
村
ア

ム
エ
ル
氏
に
よ
る
一
九
七
三
年
︶︒

　

歌
詞
の
中
に
あ
る
単
語
は
現
代
の
言
葉
に
通
じ
る
も
の
も
あ
る

が
︑
文
と
し
て
は
︑
と
ぎ
れ
と
ぎ
れ
に
な
っ
て
い
て
意
味
を
な
さ

な
い
︒
そ
れ
を
解
す
る
も
の
は
誰
も
い
な
い
︒
そ
れ
は
近
年
に
な

っ
て
忘
れ
ら
れ
た
よ
う
に
は
思
え
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
は
る
か
以

前
に
解
さ
れ
な
く
な
っ
た
古
語
が
︑
太
鼓
の
音
の
リ
ズ
ム
に
と
も

な
う
言
葉
と
し
て
残
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
儀
礼
の

歌
に
は
意
味
を
も
た
な
い
符
牒
の
よ
う
な
言
葉
が
い
く
つ
も
あ
る
︒

い
う
ま
で
も
な
く
︑
こ
こ
で
演
じ
ら
れ
る
歌
は
楽
し
む
た
め
の
も

の
で
は
な
い
︒
祈
り
の
言
葉
に
意
味
は
要
ら
な
い
︒
踊
り
の
身
振

り
に
合
わ
せ
て
︑
発
せ
ら
れ
る
歌
声
が
︑
ひ
た
す
ら
神
々
に
呼
び

か
け
る
の
で
あ
る
︒
歌
う
こ
と
と
踊
る
こ
と
も
分
け
ら
れ
な︵
い

︶
₄

︒

神
へ
の
祈
り
と
音
楽
に
よ
っ
て
儀
礼
が
進
行
す
る
︒

　

こ
れ
に
続
い
て
︑
太
鼓
の
響
き
が
主
題
部
に
入
る
︒
そ
れ
が
フ

ア
ア
・
マ
コhuaa m

ako

と
呼
ぶ
歌
と
踊
り
を
導
き
出
す
︒
こ

れ
も
歌
詞
は
理
解
で
き
な
い
︒

　
﹁
テ 

ポ
ロ
ナ 

ア 

テ 

ポ
ロ
ナ 

ア
ー
︑
テ 

ポ
ロ
ナ 

ア
ア
︑
テ　

ポ
ロ
ナ 

ア
ア 

︙ te polona a te polona aa 

︙, te polona aa 
te polona aa 

︙, te polona aa 

︙
﹂
を
一
つ
の
句
節
に
し
て
︑

そ
れ
が
何
度
も
何
度
も
繰
り
返
さ
れ
る
︒
踊
り
は
ゆ
っ
く
り
と
始

ま
る
︒
男
性
の
踊
り
手
が
大
股
で
太
鼓
の
ま
わ
り
を
回
る
︒
片
足

で
交
互
に
ス
キ
ッ
プ
し
な
が
ら
︑
輪
に
な
っ
て
踊
る
︒
そ
の
足
の

動
き
を
テ
ネtene

と
言
う
︒

　

し
ば
ら
く
踊
り
が
つ
づ
い
た
と
こ
ろ
で
︑
突
然
︑
太
鼓
の
音
が

速
く
な
り
︑
は
げ
し
く
な
る
︒
そ
の
と
き
踊
り
手
は
拳
を
つ
く
っ

て
︑
腕
を
伸
ば
し
て
︑
勢
い
よ
く
振
り
な
が
ら
︑
何
度
も
高
く
飛

三
七
七
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︵

び
上
が
る
︒
そ
の
た
び
に
荒
々
し
く
﹁
ア
イ
ア
ー
︑
ア
イ
ア
ー
﹂

と
叫
び
声
を
上
げ
て
太
鼓
を
蹴
り
上
げ
る
よ
う
に
し
て
踏
み
つ
け

る
︒
た
だ
な
ら
ぬ
緊
張
感
に
張
り
つ
め
た
空
気
の
な
か
で
︑
太
鼓

と
踊
り
が
急
に
止
ま
る
︒
一
瞬
︑
あ
た
り
を
沈
黙
が
支
配
す
る
︒ 

導
入
部
と
合
わ
せ
て
︑
そ
の
間
₁₅
分
く
ら
い
の
短
い
踊
り
と
歌
で

あ
る
︒
こ
の
板
太
鼓
を
蹴
る
よ
う
な
激
し
い
動
作
を
メ
メ
イ

m
em

eʼ i

と
い
う
が
︑
そ
れ
が
何
を
意
味
す
る
の
か
︑
明
瞭
な
答

え
を
得
ら
れ
な
い
︒
お
そ
ら
く
︑
出
現
し
た
神
々
へ
の
畏
怖
︑
あ

る
い
は
尊
祟
の
念
を
表
す
行
為
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
︒
神
を

身
近
に
感
じ
て
︑
畏
れ
お
の
の
く
の
で
あ
る
︒
天
の
神
は
天
空
か

ら
祭
祀
場
に
降
臨
す
る
が
︑
氏
族
の
神
は
首
長
の
家
の
主
柱
を
伝

っ
て
降
り
て
来
る
の
だ
と
い
う
︒

　

踊
り
が
終
わ
る
と
︑
司
祭
を
つ
と
め
る
首
長
が
手
に
儀
礼
用
の

杖
を
持
っ
て
立
ち
上
が
る
︒
け
し
て
大
き
く
は
な
い
が
︑
彼
の
口

か
ら
繰
り
出
さ
れ
る
重
く
鋭
い
声
が
参
列
者
た
ち
に
神
々
の
到
来

を
感
知
さ
せ
る
︵
図
₃
︶︒
人
々
は
緊
張
し
た
面
持
ち
で
彼
の
振

る
舞
い
を
見
つ
め
る
︒
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
で
編
ん
だ
真
新
し
い
筵
が
︑

広
場
の
周
り
を
め
ぐ
る
よ
う
に
用
意
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ
ら
は

神
々
の
座
席
で
あ
る
︒
筵
の
上
に
は
切
り
落
と
し
た
ば
か
り
の
コ

コ
ヤ
シ
の
葉
が
被
せ
て
あ
る
︒
張
り
つ
め
た
気
配
の
な
か
で
一
人

の
男
が
進
み
出
て
︑
恭
し
く
︑
そ
の
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
を
取
り
除
く
︒

こ
れ
は
儀
礼
の
席
に
神
々
が
鎮
座
し
た
こ
と
を
表
す
︒

　

神
々
の
座
所
の
正
確
な
配
置
に
つ
い
て
︑
も
は
や
全
て
を
知
る

も
の
は
い
な
い
︒
老
人
た
ち
は
集
ま
っ
て
話
し
合
い
な
が
ら
記
憶

を
呼
び
起
こ
す
︒
首
長
の
家
の
正
面
に
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
神

T
ehaingaʼ aua

︵
天
の
神
︑
最
高
神
︶
の
席
が
あ
り
︑
広
場
を
時

計
周
り
に
テ
ハ
キ
ア
ン
ギ
神T

ehakiangi︵?

︶︑
テ
ア
ガ
イ
タ
ク

神T
eangaitaku

︵
氏
族
の
神
︶︑
タ
ウ
ソ
コ
ニ
ア
神T

ausoko-
nia

︵?

︶︑
シ
キ
ギ
モ
エ
モ
エ
神Sikingim

oem
oe

︵
天
の
神
︑
女

神
︶︑
ハ
カ
マ
グ
カ
イ
神H

akam
angukai

︵
氏
族
の
神
テ
ハ
イ

ン
ガ
ベ
ガ
神T

ehuʼ aingabenga

の
尊
称
︶︑
ガ
エ
ゲ
イ
テ
バ
神

Gaengeiteba

︵?

︶︑
テ
マ
グ
ト
ニ
ギ
アT

e m
agutonigia

︵?

︶︑

テ
ギ
バ
ウ
モ
ア
ナ
神T

e gibaum
oana

︵?

︶︑
タ
キ
ア
ゴ
ハ
ン
ガ

神T
akiagohanga

︵?

︶︑
ギ
バ
ウ
モ
ア
ナ
神Gibaum

oana

︵?

︶︑

テ
マ
グ
ツ
ケ
ア
神T

e m
agutukea

︵
氏
族
の
神
︑
テ
ハ
イ
ン
ガ

ベ
ガ
神
の
尊
称
︶︑
グ
ア
テ
ィ
ニ
ヌ
ヘ
ヌ
ア
神N

guatinihenua

︵
氏
族
の
神
︶
ト
ゥ
キ
テ
イ
カ
神T

uʼ ukiteika

︵
氏
族
の
神
︶︑

プ
ツ
イ
テ
カ
バ
神Putuitekaba

︵?

︶︑
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神T

e-
huʼ aingabenga

︵
氏
族
の
神
︑
カ
イ
ト
ゥ
氏
族
の
最
高
神
︶
の

順
に
円
を
描
く
よ
う
に
神
々
が
席
を
と
る
の
だ
と
い
う
︒
そ
の
他

に
グ
ア
ト
ゥ
プ
ア
神N

guatupuʼ a

︵
天
の
神
︑
女
神
︶︑
テ
ポ
ウ

ト
ゥ
イ
ン
ガ
ン
ギ
神T

epoutuʼ uingangi

︵
天
の
神
︶︑
タ
ハ
キ

三
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ガ
ン
ギ
神T

ahakigangi

︵
氏
族
の
神
？
︶
の

神
々
の
名
が
あ
げ
ら
れ
た
が
︑
そ
れ
ら
の
位
置

は
わ
か
ら
な
い
︒

₂
．
神
々
を
讃
え
る

　

神
々
が
一
同
に
会
し
た
こ
と
を
首
長
が
皆
に

合
図
で
知
ら
せ
る
︒
す
る
と
長
老
の
一
人
が
立

ち
上
が
っ
て
︑
マ
コ
・
ア
ト
ゥ
ア
・
ガ
ン
ギ

m
ako atua ngangi

︑
つ
ま
り
天
の
神
の
讃
歌

を
唱
え
始
め
る
︵
図
₄
︶︒
始
め
の
一
節
は

リ
ー
ダ
ー
を
つ
と
め
る
そ
の
老
人
が
一
人
で
歌

う
︒﹁

テ 

ペ
コ
ウ 

テ 

ペ
コ
ウ 

ペ
コ
ウ 

ヒ
ン
ガ

オ
ゥ 

ヒ
イ
ノ
ト
ゥ
！ te pekou te pekou 

pekou hingaou hiinotu !

﹂

　

ゆ
っ
く
り
と
し
た
︑
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な
い

声
の
独
唱
は
︑
歌
と
い
う
よ
り
も
静
か
な
祈
り

の
よ
う
に
聞
こ
え
る
︒
そ
れ
が
短
い
導
入
部
を

な
す
︒
し
ば
ら
く
し
て
︑
力
強
い
板
太
鼓
が
鳴

り
始
め
る
︒
こ
こ
か
ら
フ
ア
・
マ
コhua 

m
ako

と
呼
ぶ
曲
の
主
題
部
に
入
る
︒
す
る
と

三
七
九

図 3　  司祭者をつとめる首長が手に儀礼用の杖
をもって厳かに神々の降臨を告げる：胸
の入墨の中央の太い帶はテハインガベガ
神の象徴　両側の魚の模様はトビウオを
あらわしている

図 4　  天の神の讃歌（マコ・アトゥア・ガンギ
mako atua ngangi）を唱える長老：樹皮
布の褌をつけパンダヌスの葉で編んだ扇
を手にする
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︵

他
の
数
人
の
踊
り
手
た
ち
が
太
鼓
の
周
り
に
進
み
出
て
︑
両
腕
を

ひ
ろ
げ
︑
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
な
が
ら
踊
り
始
め
る
︒
踊
り
手
た
ち

は
同
じ
歌
詞
を
板
太
鼓
の
音
に
合
わ
せ
て
歌
う
︒

﹁
テ 
ペ
コ
ウ 

テ 

ペ
コ
ウ 

ペ
コ
ウ 

ヒ
ン
ガ
ウ
オ
ゥ 

ヒ
イ
ノ
ウ

ト
ゥ
！ 
ヒ
イ
ノ
ウ
ト
ゥ
！ te pekou te pekou pekou hin-

gaou hiinoutu ! hiinotu ! 

﹂

　

太
鼓
は
三
拍
を
四
回
づ
つ
繰
り
返
す
が
︑
か
な
ら
ず
し
も
歌
の

リ
ズ
ム
に
同
調
し
な
い
︒
む
し
ろ
︑
そ
れ
に
よ
っ
て
歌
声
に
ふ
く

ら
み
を
出
し
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
︒
そ
の
わ
ず
か
な
時
間
の
ず

れ
が
︑
ポ
リ
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
効
果
を
生
み
出
す
︒
そ
し
て
曲
が
終

わ
り
に
近
づ
く
と
︑
リ
ー
ダ
ー
が　
﹁
テ 
ペ
コ
ウ 

オ
オ 

エ
エ　

ア
ア
ア te pekou o e a 

︙
﹂
と
独
唱
し
︑
全
員
が
﹁
テ 

ペ
コ

ウ 

オ
オ 

エ
エ 

ア
ア
︑
テ 

ペ
コ
ウ 

オ 

エ
エ 
ア
ア
︑
テ 

ペ
コ
ウ　

オ
オ 

エ
エ 

ア
ア te pekou o oe a, te pekou o oe a 

︙, te 
pekou o oe a 

︙
﹂
と
繰
り
返
す
︒
そ
し
て
最
後
に
﹁
オ
ホ　

ツ

ク 

オ
︑
オ 

︙ 

！ 

オ
ホ 

！ 

オ 

︙ 

！ oho tuku, o o 

︙ !  oho 
! oho o 

︙ !

﹂
と
い
う
大
き
な
叫
び
声
を
上
げ
て
終
わ
る
︒ 　
　

　

こ
の
歌
と
踊
り
は
二
十
数
世
代
も
昔
︑
彼
ら
の
祖
先
が
こ
の
島

に
到
来
し
た
時
に
︑
母
な
る
土
地
ウ
ベ
アU

bea

か
ら
も
た
ら
し

た
古
歌
だ
と
い
う
︒
歌
わ
れ
る
歌
詞
の
意
味
は
も
は
や
誰
に
も
わ

か
ら
な
い
︒
両
腕
を
広
げ
て
輪
を
描
き
な
が
ら
太
鼓
の
周
り
を
踊

る
様
子
は
︑
天
空
の
神
の
世
界
に
ひ
ろ
が
る
無
限
の
空
間
と
時
間

を
飛
翔
す
る
よ
う
な
雰
囲
気
を
充
分
に
感
じ
さ
せ
る
︒

　

し
ば
ら
く
す
る
と
︑
首
長
が
水
の
入
っ
た
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
殻
を

手
に
し
て
進
み
出
て
︑
そ
の
水
を
板
太
鼓
の
上
に
注
ぐ
︒
そ
れ
は

神
々
や
祖
霊
た
ち
に
沐
浴
を
捧
げ
る
の
だ
と
い
う
︒
そ
し
て
神
々

に
呼
び
か
け
る
︒

﹁
タ
イ
ギ
イ
ア 

キ 

ナ 

テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
！ taigiia ki 

na T
ehaingaʼ atua !

﹂

　
︵
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
の
神
よ
︒
恵
み
を
与
え
給
え
！
︶

﹁
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ 

キ 

ナ 

タ
イ
ン
ギ
イ
ア
！ T

ehuʼ aing-
abenga ki na taingiia !

﹂

　
︵
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神
よ
︒
恵
み
を
与
え
給
え
！
︶

　

次
々
に
神
々
の
名
が
呼
び
上
げ
ら
れ
︑﹁
タ
イ
ギ
ア
！ taigiia !

﹂

︵
神
の
恵
み
を
！
︶ 

と
唱
え
る
︒
参
列
し
て
い
る
も
の
は
︑
そ
の

度
に
﹁
ア
ウ
エʼ aue

﹂︵
感
謝
︶
と
唱
和
す
る
︒
さ
ら
に
祖
霊
と

し
て
祀
ら
れ
て
い
る
祖
先
た
ち
の
霊
ツ
ア
イ
カ
ア
オ
ネT

u-
aikaaʼ one

に
も
祈
り
が
捧
げ
ら
れ
る
︒

　

迎
え
ら
れ
る
神
々
は
二
十
数
柱
を
こ
え
る
と
い
う
が
︑
そ
れ
ぞ

れ
の
神
が
い
く
つ
も
の
尊
称
あ
る
い
は
別
称
を
も
っ
て
い
る
か
ら
︑

そ
の
数
は
さ
だ
か
で
な
い
︒
レ
ン
ネ
ル
の
神
々
は
天
の
神
々
ア
ト

ゥ
ア
・
ガ
ン
ギ A

tua ngangi

と
氏
族
の
神
々
ガ
ス
エ
ン
ガng-

三
八
〇
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三
八
一 図 5︲a　  島の子供たち 30 人に描いてもらった絵のなかに彼らの心の中にある神の姿をうかがうこ

とができる：魚に化身したバベンガ神：
図 5︲b　  天の神の最高神：テハインガアトゥア神　　　図 5︲c　  氏族の神の主神：テハンガベガ神
図 5︲d　  イエバゴグ神　　図 5︲ｅ　  女神バベンガ　　図 5︲f　  文化英雄マウイ
図 5︲g、h、i　  テハインガアトゥア神の依代（ティンゴア村マアカス氏復元作製　木製）　
図 5︲j　  テハインガベンガ神の依代（ティンゴア村マアカス氏復元作製　木製　近森測図）

図 5︲a 図 5︲b 図 5︲c

図 5︲d 図 5︲e 図 5︲f

図 5︲j

図 5︲g

図 5︲i

図 5︲h
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︵
三
八
二

asuenga

の
二
元
的
な
体
系
か
ら
な
る
︒
天
の
神
の
最
高
神
が
テ

ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
アT

ehainga ʼ atua

で
あ
る
︒
テ
ハ
イ
ン
ガ

ア
ト
ゥ
ア
は
女
神
グ
ア
ト
ゥ
プ
アGuatupua

と
︑
そ
の
弟
で
︑

夫
で
も
あ
る
ガ
ウ
エ
テ
ア
キ
神Gaueteaki

の
子
と
し
て
生
ま
れ

た
と
さ
れ
︑
儀
礼
に
際
し
て
︑
一
本
の
神
聖
な
棍
棒
と
櫂
の
形
で

象
徴
さ
れ
る
︵
図
₅︲
ｇ
︑ｈ
︑ｉ
︶︒
一
方
︑
氏
族
の
神
の
主
神
は

テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神T

ehuʼ aingabenga

で
︑
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア

ト
ゥ
ア
神
の
妹
の
シ
キ
ギ
モ
エ
モ
エ
神Sikigim

oem
oe

の
子
と

さ
れ
︑
刃
が
沢
山
つ
い
た
槍
で
表
さ
れ
る
︵
図
₅︲

ｊ
︶︒

　

天
の
神
の
最
高
神
テ
ハ
イ
ガ
ア
ト
ゥ
ア
が
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神

に
む
か
っ
て
こ
う
云
っ
た
︒﹁
こ
の
島
は
わ
し
の
も
の
じ
ゃ
︒﹂
す

る
と
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神
は
答
え
た
︒﹁
で
も
︑
神
を
祀
る
も
の

は
私
の
も
の
だ
︒﹂
と
云
っ
て
氏
族
の
神
を
名
の
っ
た
と
い
う
伝

承
は
︑
天
の
神
が
島
や
海
︑
風
や
嵐
︑
自
然
の
す
べ
て
を
支
配
す

る
の
に
対
し
て
︑
氏
族
の
神
が
人
間
の
社
会
や
人
々
の
活
動
を
統

御
す
る
こ
と
を
表
し
て
い
る
︵
近
森₁₉₈₈

︶︒
農
作
物
や
漁
獲
物

の
生
き
物
に
生
命
を
与
え
る
の
は
天
の
神
の
力
に
よ
る
が
︑
そ
れ

を
人
々
に
も
た
ら
す
の
は
氏
族
の
神
の
恵
み
に
よ
る
も
の
で
あ
る

と
い
う
︒
た
だ
︑
自
然
を
支
配
す
る
強
い
力 

︵
ア
オʼ ao

︶ 

を
も

つ
天
の
神
々
が
す
べ
て
の
島
人
に
共
通
に
祀
ら
れ
る
の
に
対
し
て
︑

氏
族
の
神
々
に
つ
い
て
は
出
自
集
団
に
よ
っ
て
祀
ら
れ
る
神
に
若

干
の
違
い
が
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
神
々
の
体
系
に
み
ら
れ
る
二
元

性
は
日
本
神
話
に
お
け
る
天
津
神
と
国
津
神
の
対
照
に
大
変
よ
く

似
て
い
る
︒　

　

神
の
姿
は
目
に
は
見
え
な
い
︒
神
の
姿
を
彫
像
に
表
す
こ
と
も

な
い
︒
神
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
ト
ラ
ン
ス
状
態
に
な
っ
た

霊
媒
タ
ア
ウ
グ
︵taaugu

︶
だ
け
で
あ
る
︒
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン

ト
の
一
人
で
︑
昔
︑
霊
媒
で
あ
っ
た
と
い
う
ラ
バ
ン
グ
村
の
ベ
ニ

プ
イ
ア
老
人
に
よ
れ
ば
︑
神
は
大
き
な
身
体
で
︑
頭
が
大
き
く
︑

人
間
と
同
じ
姿
を
し
て
い
る
︒
太
い
樹
皮
布
の
褌
を
締
め
︑
腕
輪

を
は
め
︑
耳
飾
り
を
つ
け
て
い
る
︒
白
人
の
よ
う
に
白
い
皮
膚
を

も
つ
神
も
い
る
と
い
う
︒
島
の
子
供
た
ち
₃₀
人
に
︑
最
も
恐
ろ
し

い
と
思
う
も
の
を
描
い
て
も
ら
っ
た
絵
の
な
か
に
︑
彼
ら
の
心
の

中
に
あ
る
神
の
姿
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
あ
る
︵
図

₅︲

ａ
︑ｂ
︑ｃ
︑ｄ
︑ｅ
︑ｆ
︶︒

₃
．
歴
史
を
語
る

　

神
々
を
讃
え
る
マ
コ
・
ア
ト
ゥ
ア
・
ガ
ン
ギ
の
歌
が
終
わ
る
と
︑

太
鼓
を
叩
い
て
い
た
老
人
は
二
本
の
撥
を
板
太
鼓
の
脇
に
揃
え
て

置
き
︑
静
か
に
席
を
立
つ
︒
ひ
と
と
き
︑
厳
か
な
静
寂
が
あ
た
り

を
支
配
す
る
︒
す
る
と
︑
首
長
が
ゆ
っ
く
り
と
立
ち
上
が
っ
て
︑

﹁
二
つ
の
語
り
歌
﹂
マ
コ
・
ヴ
ァ
エ
・
ル
アm

ako vae rua

を
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捧
げ
る
よ
う
踊
り
手
た
ち
を
促
す
︒
広
場
の
周
り
を
囲
ん
で
い
た

踊
り
手
た
ち
は
︑
数
人
づ
つ
二
組
に
分
か
れ
て
広
場
の
中
央
に
進

み
出
る
︒﹁
二
つ
の
語
り
歌
﹂
と
い
う
の
は
︑
神
々
の
物
語
の
歌
︑

フ
ア
タ
ン
ガhuatanga

と
島
人
の
氏
族
の
歴
史
を
語
る
歌
ペ
セ

pese

の
こ
と
で
あ
る
︒
そ
の
曲
の
組
み
立
て
方
︑
歌
い
方
は
き

わ
め
て
ユ
ニ
ー
ク
で
あ
る
︒
ま
ず
︑
フ
ア
タ
ン
ガ
を
歌
う
グ
ル
ー

プ
が
並
ん
で
輪
を
つ
く
る
︒
一
方
︑
ペ
セ
を
歌
う
グ
ル
ー
プ
が
そ

の
輪
の
中
に
入
る
︒
人
数
は
参
加
者
の
数
に
よ
っ
て
︑
十
数
人
に

な
る
こ
と
も
あ
る
︒
そ
し
て
︑
両
方
の
グ
ル
ー
プ
が
手
拍
子
を
と

り
な
が
ら
︑
そ
れ
ぞ
れ
二
つ
の
歌
を
同
時
に
歌
う
︒
太
鼓
の
伴
奏

は
な
く
︑
ア
・
カ
ッ
ペ
ラ
で
歌
わ
れ
る
︒
二
つ
の
歌
は
歌
詞
も
違

え
ば
︑
メ
ロ
デ
ィ
ー
や
リ
ズ
ム
も
テ
ク
ス
チ
ャ
ー
も
全
く
異
な
る
︒

フ
ア
タ
ン
ガ
が
上
声
部
︵
高
い
方
︶︑
ペ
セ
が
下
声
部
︵
低
い

方
︶
を
歌
い
︑
そ
れ
が
二
重
モ
テ
ッ
ト
に
な
っ
て
︑
不
思
議
に
調

和
の
と
れ
た
重
唱
の
ポ
リ
フ
ォ
ニ
ー
に
な
る
︒

　

フ
ア
タ
ン
ガ
は
神
々
の
故
事
を
伝
え
る
語
り
歌
︑
あ
る
い
は
神

話
で
あ
る
︒
し
か
し
︑
も
は
や
そ
の
歌
詞
の
全
体
を
理
解
で
き
る

も
の
は
い
な
い
︒
歌
詞
に
は
古
語
が
多
く
含
ま
れ
て
い
て
︑
歌
う

者
た
ち
に
も
わ
か
ら
な
い
︒
意
味
を
も
つ
言
葉
と
い
う
よ
り
も
︑

符
牒
の
よ
う
な
音
が
綿
々
と
連
な
る
︒
歌
詞
の
な
か
に
神
々
の
名

を
読
み
取
れ
る
も
の
も
あ
る
が
︑
神
に
は
多
く
の
尊
称
や
別
称
が

あ
り
︑
し
か
も
古
名
で
あ
る
た
め
に
︑
そ
れ
が
ど
の
神
を
指
し
て

い
る
の
か
を
言
い
当
て
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
︒

Ii o... o... iio ii o. ii o... bege iio, iio ʻ oio iio ʻ a... iee sua !
Ii o..., o iio, iio uo. e e e ʻ ea ea ie eie a a...,
A

ia ia ie ie aa aa a....  aia ia, aia ia, aia a oio a...
O

 su ngia ngom
u ngom

u, m
a ngom

u ngom
u m

ake 
tingo behe i hengim

a.
A

lana enim
a alaua e sua !

K
o hoto tinau sae ane m

a soku ngoto e, m
a subange 

ae kitauo o...,
E kite kite ia sungu kite m

ako eie utae ngaugana e 
kitau.

Ea ea ʻ aa, ʻ ea ʻ aa, ʻ ea ʻ aa, ʻ ea ea... 

︙
︙

︵
歌
詞
の
一
部
︑
テ
ィ
ン
ゴ
ア
村
ア
ム
エ
ル
氏
︑
ガ
ト
ン
ガ

氏
に
よ
る
一
九
七
三
年
瀬
良
重
夫
記
載
︶︒

A
ia ie a, aia a, aia a, oi a, o su ngia ngom

u ngom
u,

M
a ngom

u ngom
u m

ake tingo beke i he ngim
a, alana 

e ngim
a alana esua.

Eea aa eea aa, eea aa, eaa eaa 

︙
︙

︵
歌
詞
の
一
部
︑
テ
ィ
ン
ゴ
ア
村
ガ
ト
ン
ガ
氏
に
よ
る
︒
瀬

良
重
夫
記
載
一
九
七
三
年
︶

三
八
三



史
　
　
　
学
　
第
八
八
巻
　
第
三
・
四
号

）

一
一
四　
︵

　

一
九
五
〇
年
代
に
伝
承
に
通
じ
た
古
老
と
し
て
知
ら
れ
て
い
た

ニ
ウ
パ
ニ
村
の
首
長
ア
ロ
ン
・
タ
ウ
ポ
ン
ギ
の
息
子
タ
ウ
マ
タ
氏

に
よ
る
と
︑
フ
ア
タ
ン
ガ
に
は
神
々
の
誕
生
や
神
々
の
偉
業
を
語

る
も
の
が
多
い
と
い
う
︒
例
え
ば
氏
族
の
神
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
が

ウ
コ
ン
の
汁
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
物
語
は
こ
う
で
あ
る
︒
女
神

フ
ア
サ
ン
ガH

uasanga

が
ウ
コ
ン
の
汁
を
絞
っ
て
木
鉢
に
入
れ

て
お
い
た
と
こ
ろ
︑
汁
か
ら
子
供
が
現
れ
︑
鉢
の
中
に
胡
座
を
か

い
て
坐
っ
て
い
た
︒
そ
こ
で
ウ
コ
ン
か
ら
生
ま
れ
た
と
い
う
意
味

の
ト
ゥ
プ
・
イ
テ
・
ゲ
ン
ガT

upu ite genga

と
名
付
け
た
︒

す
る
と
天
神
の
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
が
現
れ
て
︑
そ
の
子
を
自

分
の
孫
に
し
た
︒
だ
か
ら
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神
は
ト
ゥ
プ
・
イ

テ
・
ゲ
ン
ガ
と
も
呼
ば
れ
る
と
い
う
︒
ま
た
︑
昔
︑
天
と
地
が
く

っ
つ
い
て
い
た
時
︑
そ
れ
を
引
き
離
し
た
の
は
ト
ン
ガ
ゲ
ゲ
バ
神

の
功
績
で
あ
る
︒
お
蔭
で
空
の
天
井
に
張
り
付
い
て
い
た
鳩
は
自

由
に
空
を
飛
べ
る
よ
う
に
な
っ
た
し
︑
地
面
に
生
え
て
い
た
タ
シ

ロ
イ
モ
︵soi tea

︶ 

は
天
に
届
く
ま
で
伸
び
て
︑
葉
を
茂
ら
せ
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
っ
た
天
地
創
造
の
物
語
も
あ

る
︒
し
か
し
︑
そ
れ
が
ど
の
歌
詞
に
あ
た
る
の
か
︑
タ
ウ
マ
タ
氏

に
も
判
ら
な
い
︵
瀬
良
重
夫
調
査
︶︒

　

メ
ロ
デ
ィ
ー
は
ほ
と
ん
ど
が
長
三
度
︑
三
拍
子
で
歌
わ
れ
る
︒

節
は
二
度
ず
つ
繰
り
返
さ
れ
︑
最
後
の
節
は
下
降
す
る
グ
リ
サ
ン

ド
に
な
っ
て
︑
叫
び
声
で
終
わ
る
︒
同
時
に
歌
わ
れ
る
ペ
セ
と
は
︑

メ
ロ
デ
ィ
ー
も
歌
詞
の
長
さ
も
異
な
る
の
で
︑
章
節
ご
と
に
意
味

の
な
い
母
音
を
ア
ア
ア
ア
や
オ
オ
オ
オ
と
い
う
よ
う
に
連
続
さ
せ

て
︑
二
つ
の
歌
詞
が
き
ち
ん
と
同
時
に
終
わ
る
よ
う
に
工
夫
が
な

さ
れ
て
い
る
︒

　

こ
の
フ
ア
タ
ン
ガ
に
く
ら
べ
て
︑
ペ
セ
の
歌
詞
の
方
は
古
い
表

現
で
は
あ
る
も
の
の
︑
今
の
言
葉
で
か
な
り
理
解
で
き
る
︒
ペ
セ

と
い
う
言
葉
は
︑
言
語
的
に
最
も
近
い
テ
ィ
コ
ピ
ア
語
や
ツ
バ
ル

語
で
は
︑
ひ
ろ
く
歌
を
意
味
す
る
が
︵Firth ₁₉₈₅, Jackson 

₂₀₀₁,

近
森₂₀₁₆.

︶︑
レ
ン
ネ
ル
語
で
は
と
く
に
手
拍
子
を
と
り

な
が
ら
歌
う
歌
の
形
式
を
指
し
て
い︵
る

︶
₅

︒
歌
う
と
い
う
よ
り
も
物

語
を
語
る
と
い
う
も
の
で
あ
る
︒
内
容
は
祖
先
の
事
績
︑
島
の
地

名
︑
系
譜
の
由
来
な
ど
こ
の
島
に
や
っ
て
き
た
人
び
と
の
歴
史
が

語
ら
れ
る
︒

　

ペ
セ
の
中
で
も
︑
最
も
よ
く
記
憶
さ
れ
て
い
る
の
が
﹁
カ
イ
ト

ゥ
の
歌
﹂︵
ペ
セ
・
ア
・
カ
イ
ト
ゥpese a K

aituʼ u

︶
で
あ
る
︒

創
始
祖
先
カ
イ
ト
ゥ
が
こ
の
島
に
渡
っ
て
来
る
と
き
の
航
海
の
様

子
や
島
に
到
来
し
て
か
ら
の
事
績
が
綿
々
と
歌
い
語
ら
れ
る
︒
今

か
ら
二
十
四
世
代
前
︑
カ
イ
ト
ゥ
が
二
隻
の
カ
ヌ
ー
で
母
な
る
土

地
ウ
ベ
ア ʼ U

bea

を
発
っ
た
︒
長
い
︑
困
難
に
満
ち
た
航
海
の

果
て
に
レ
ン
ネ
ル
島
︵
ム
ガ
バM

ugaba

︶
に
到
達
し
た
︒
そ
こ

三
八
四
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か
ら
島
の
歴
史
が
始
ま
る
︒
古
い
表
現
が
現
代
の
言
葉
に
云
い
換

え
ら
れ
た
り
︑
別
の
内
容
が
付
け
加
え
ら
れ
た
り
し
て
︑
そ
の
表

現
に
違
い
が
生
じ
て
い
る
場
合
も
あ
っ
て
︑
歌
詞
に
は
い
く
つ
も

ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
が
み
ら
れ
る
︒

Ee kau a geia ︵i

︶ te poo, babe m
ai te ao kau m

anaba.
ooie.

Ee kau m
ata ʼ akina, ua e tahe ki hea te aasanga.ooie.

Ee tahe ki tuʼ a T
onga ua, m

anga taa ngasoʼ ie te 
m

oana. ooie
Ee ke heʼ ingo m

a te T
onga ki te m

oana m
a ke ngok-

ingokia. ooie.
Ee tuʼ anaki papanga pakia uu ko ite ʼ ango i m

oana.
ooie.

Ee pakuu te nguatuʼ u hai baka, ko N
ikatem

onotanga. 
ooie.

Ee saka te m
angam

a, tanaki toku baka i *M
aanga. 

ooie.
E

e T
aungia *M

angoku ko *T
unguniubo nei m

a 
*K

anaba e ha. ooie.
Ee toku atu *N

geibango honohono te atu *A
ngaikaga. 

ooie.

Ee m
a toku *M

anuʼ atea ngisaki na, ki 

ʻuta he gon-
gogongo. ooie.

︵Ee toku *M
anuʼ atea eigago kaeutuia agunga. ooie.

︶

T
oku atu *T

unganginge e i tai, toku m
a tengio baka. 

ooie.
Ee te peau hati tuʼ u e pata, ko peka o apata. ooie.
Ee 

︵na

︶ hatu toku *A
hanga puunou ko te hahine 

ganganga. ooie.
Ee K

au ake akina kite bai m
a kengo hea m

aatanga. 
ooie.

Ee toku m
ata ko *K

angibi kau binu i he bai niu m
ata. 

ooie.
Ee toku *Sasaʼ iatakinga, e usu, e *M

asasengoaʼ a. ooie.
Ee toku pua *Baingau e kogituʼ u tuia e hakanaʼ a. ooie.
E

e toku *ʼ U
bea ko ngango au piko na uu ai 

*N
aʼ utanga. ooie.

︵Ee toku m
atanga koganonauai pito m

atanga. ooie.

︶

ʼ O
oho ʼ A

ue. ʼ O
oho ʼ A

ue. !
エ
エ
︑
夜
の
暗
闇
の
中
で
カ
ヌ
ー
を
漕
ぐ
︒
早
く
朝
に
な
れ
︒

深
く
呼
吸
が
で
き
る
よ
う
な
朝
に
な
れ
︒
オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
あ
た
り
を
見
回
す
︒
大
海
の
流
れ
は
ど
こ
へ
向
か
う
の

三
八
五
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か
︒
オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
南
東
の
風
を
背
に
受
け
て
進
む
︒
荒
々
し
い
海
の
な
か
︒

幾
万
の
波
が
打
ち
つ
け
る
︒
オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
海
を
吹
き
渡
る
東
南
の
風
が
わ
れ
わ
れ
を
苦
し
め
る
︒

オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
打
ち
つ
け
る
波
が
胸
を
打
つ
︒
オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
北
東
の
風
が
吠
え
る
︒
カ
ヌ
ー
を
操
る
ニ
カ
テ
モ
ノ
タ

ン
ガ
神
︵
テ
ハ
イ
ン
ガ
・
ア
ツ
ア
神
の
尊
称
︶
の
ご
と
く
︒

オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
光
は
歌
う
︒
我
が
カ
ヌ
ー
を*
マ
ア
ン
ガ
の
岸
に
つ
な

ぐ
︒
オ
オ
イ
エ
︒

エ
エ
︑
着
い
た
の
は
︑*

ト
ゥ
ン
グ
ニ
ウ
ボ
の*
マ
ン
ゴ
ク
の
岸

辺
︒
そ
こ
は*

カ
ナ
バ
の
地
︵
レ
ン
ネ
ル
島
の
海
岸
の
崖
︶︒

オ
オ
イ
エ
︒

*

ゲ
イ
バ
ン
ゴ
は
我
が
住
む
と
こ
ろ
︑*

ア
ン
ガ
イ
カ
ン
ガ
は
我

が
住
む
と
こ
ろ
︒
オ
オ
イ
エ
︒

我
が
住
む
と
こ
ろ
は*

マ
ヌ
ア
テ
ア
︒
海
辺
の
物
語
︑
耳
を
澄

ま
し
て
聞
く
が
よ
い
︒
オ
オ
イ
エ
︒

我
が
住
む
と
こ
ろ
は*

ト
ゥ
ン
ガ
ン
ギ
ゲ
の
海
辺
︒
そ
こ
は
我

が
カ
ヌ
ー
が
着
い
た
と
こ
ろ
︒
オ
オ
イ
エ
︒

波
が
打
ち
寄
せ
︑
足
下
で
砕
け
る
︒
崖
に
は
オ
オ
コ
オ
モ
リ
が

飛
ん
で
来
る
︒
オ
オ
イ
エ
︒

*

ア
ハ
ン
ガ
の
岩
は
女
が
腰
を
か
が
め
て
畑
で
堀
棒
を
使
っ
て

い
る
よ
う
だ
︒
オ
オ
イ
エ
︒

湖
水
︵
テ
ン
ガ
ノ
湖
︶
に
上
が
る
と
︑
見
晴
ら
し
が
良
い
︒
オ

オ
イ
エ
︒

コ
コ
ヤ
シ
の
汁
を
飲
む
︒
オ
オ
イ
エ
︒

　
　

？

*

バ
イ
ガ
ウ
の
キ
ン
マ
は
た
く
さ
ん
実
を
つ
け
て
い
る
︒
オ
オ

イ
エ
︒

エ
エ
︑
我
が
住
む
と
こ
ろ
は*

ウ
ベ
ア
の
家
︒*

ナ
ウ
タ
ン
ガ
の

胸
に
か
か
る
︵
？
︶
オ
オ
イ
エ
︒

オ
オ
ホ
︒
感
謝
︒
オ
オ
ホ
︒

︵
チ
ン
ゴ
ア
村
ガ
ト
ン
ガ
氏
に
よ
る
︒
瀬
良
重
夫
記
載
一
九

七
三
年
︶

　

こ
の
歌
に
は
創
始
祖
先
カ
イ
ト
ウ
の
一
団
が
レ
ン
ネ
ル
島
に
到

来
し
︑
最
初
に
上
陸
し
た
場
所
と
︑
一
族
が
定
着
し
た
居
住
地
の

地
名
が
歌
詞
に
織
り
込
ま
れ
て
い
る
︒
＊
で
示
し
た
の
が
そ
れ
で

あ
る
︒
そ
れ
ら
の
中
に
は
現
在
の
地
名
に
残
っ
て
い
な
い
も
の
も

あ
っ
て
︑
そ
の
場
所
を
言
い
当
て
る
た
め
に
数
人
の
老
人
の
議
論

が
必
要
で
あ
っ
た
が
︑
そ
の
地
名
を
通
し
て
祖
先
の
事
績
の
数
々

が
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
︒
地
名
が
人
々
の
心
の
中
に
大
切
な
歴

三
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︵

史
を
残
し
て
い
る
こ
と
が
垣
間
み
ら
れ
る
︒
ま
こ
と
に
興
味
深
い

こ
と
に
歌
詞
の
前
半
に
出
て
く
る
地
名
の
マ
ア
ン
ガM

aanga

︑

マ
ン
ゴ
クM

angoku

︑
ト
ゥ
ン
グ
ニ
ウ
ボT

unguniubo

︑ 

カ
ナ

バK
anaba

︑
ゲ
イ
バ
ン
ゴN

geibango

︑
ア
ン
ガ
イ
カ
ガA

n-
gaikaga

︑ 
マ
ヌ
ア
テ
アM

anuʼ atea

が
す
べ
て
外
洋
に
面
す
る

海
岸
の
地
名
で
あ
る
の
に
対
し
て
︑
後
半
に
出
て
く
る
地
名
の
ト

ゥ
ン
ガ
ン
ギ
ン
ゲT

unganginge

︑
カ
ギ
ビK

angibi

︑
サ
サ
イ

ア
タ
キ
ン
ガSasaʼ iatakinga
︑
マ
サ
セ
ン
ゴ
アM

asasengoaʼ a

︑

バ
イ
ガ
ウBaingau

︑
ウ
ベ
アʼ U

bea

︑
ナ
ウ
タ
ン
ガ

N
aʼ utanga

な
ど
は
︑
島
の
内
陸
に
入
っ
た
湖
水
の
周
辺
域
に
あ

る
︒
こ
れ
は
最
初
に
島
に
到
着
し
た
人
々
が
外
洋
側
の
狭
い
海
岸

に
居
住
地
を
設
け
︑
そ
こ
か
ら
内
陸
に
入
っ
て
︑
テ
ン
ガ
ノ
湖
の

周
辺
に
進
出
し
て
い
っ
た
歴
史
を
語
っ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
︒

こ
の
こ
と
は
︑
わ
れ
わ
れ
の
考
古
学
的
調
査
の
結
果
か
ら
も
裏
付

け
ら
れ
て
い
る
︵Chikam

ori ₁₉₈₅

︑
近
森₁₉₈₈

︑Chikam
ori. 

et. T
akasugi ₁₉₈₅

︶
島
に
到
着
し
た
住
民
が
安
住
の
場
所
を
求

め
て
海
岸
か
ら
内
陸
に
移
動
し
た
歴
史
が
語
ら
れ
て
い
る
︒

　

ペ
セ
・
ア
・
カ
イ
ト
ゥ
が
よ
く
残
っ
て
い
る
の
は
︑
現
代
の
レ

ン
ネ
ル
語
の
表
現
が
多
く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
に
よ
る
と
思
わ
れ

る
が
︑
お
そ
ら
く
︑
そ
の
成
立
が
フ
ア
タ
ン
ガ
よ
り
も
新
し
い
の

か
も
し
れ
な
い
︒
そ
し
て
︑
何
よ
り
語
ら
れ
る
内
容
が
具
体
的
で
︑

カ
イ
ト
ゥ
た
ち
の
航
海
の
様
子
や
地
名
を
頭
に
描
き
易
い
こ
と
が
︑

人
々
に
歴
史
物
語
と
し
て
伝
え
ら
れ
て
き
た
理
由
だ
ろ
う
︒
ま
た
︑

そ
の
た
め
で
も
あ
ろ
う
が
︑
い
く
つ
か
の
表
現
を
こ
ら
し
た
ヴ

ァ
ー
ジ
ョ
ン
も
み
ら
れ
る
︒

Ee haiti ʼ ugu te Gaki noko u tuʼ ua.
U

o oua, peenei toa ua. K
ua tuʼ u ai koe-a.

U
o oua, m

a ke m
anam

ana, m
a ke ngasu taaungua.　

U
o oua, T

e m
ata utua ngangu saʼ a kaa tutuʼ ua.

U
o oua, N

gangu saʼ akina kae haka puʼ um
ua. 

U
o oua, H

ongi tou baka  ngo ʻ ui bagi takungua.　

T
e hoe tagisi te ʼ atua ia tou utua.

Sopo ki M
aʼ unga haka angahia hitia.

N
oko tanu ai ona niu haka tuʼ ua.

N
oko tongogia ki gango noko saʼ ua.

N
oko bangusia ki K

um
ete ka ungua.

A
 ke giu m

ai m
a pani, ngatou ungua.

T
e gongongo nei m

ongia ngo tuʼ ua.
T

uku kit e ngano, m
akupuu K

aitu-a.
T

uku kit e bai Sinam
a m

angu tuʼ utuʼ ua.
U

o oua, penei toa ua.
U

o oua, penei toa ua neigeiaaa,
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ke m
ei taoo uoo.

ʼ O
oho. ʼ A

ue. ʼ O
oho !　

エ
エ　

後
ろ
か
ら
西
風
が
吹
き
︑
激
し
い
波
が
カ
ヌ
ー
の
舳
先

に
打
ち
つ
け
る
︒

ウ
オ 

オ
ア
︑
鉄
木
の
堅
い
木
で
つ
く
っ
た
神
聖
な
櫂
で
漕
ぐ
︒

ウ
オ 

オ
ア
︑
氏
族
の
神
が
大
声
で
歌
う
︒︵
雷
鳴
が
轟
く
の

意
？
︶

ウ
オ 

オ
ア
︑
岬
の
崖
で
大
波
が
は
じ
け
る
︒

ウ
オ 

オ
ア
︑
怒
っ
た
波
が
飛
沫
を
吹
き
上
げ
る
︒

ウ
オ 

オ
ア
︑
彼
の
カ
ヌ
ー
は
南
に
向
か
う
︒

神
の
櫂
で
岬
に
向
か
う
︒

マ
ウ
ン
ガ
の
大
き
な
ヒ
テ
ィ
の
岩
が
見
下
ろ
し
て
い
る
︒

彼
は
そ
の
後
ろ
に
ヤ
シ
の
木
を
植
え
る
︒

　
　

？

　
　

？

彼
は
木
を
切
り
倒
す
︙
︙
？

神
に
捧
げ
る
歌
を
歌
っ
て
︒

カ
イ
ト
ゥ
の
子
孫
た
ち
は
湖
を
離
れ
る
︒︵
湖
の
岸
を
離
れ
て

分
散
し
て
住
む
と
い
う
意
味
で
は
な
い
か
？
︶

シ
ナ
マ
の
丘
の
蔭
の
水
場
に
住
む
︒

ウ
オ 

オ
ア
︑
ペ
ネ
イ 

ト
ア 

ウ
ア
︒

ウ
オ 

オ
ア
︑
ペ
ネ
イ 

ト
ア 

ウ
ア 

ネ
イ
ゲ
イ
ア
ア
ア

カ 

メ
イ 

タ
オ
オ 

ウ
オ
オ
︒ 

オ
オ
ホ 

ア
ウ
エ 

オ
オ
ホ
︒

︵
チ
ン
ゴ
ア
村
ア
ム
エ
ル
氏
に
よ
る
︒
瀬
良
重
夫
記
載
一
九

七
三
年
︶

　

祖
先
の
物
語
は
つ
づ
く
︒
カ
イ
ト
ゥ
が
伯
父
の
ト
ゴ
ら
と
共
に

母
な
る
島
ウ
ベ
ア
を
発
つ
時
︑
二
つ
の
聖
な
る
神
の
石
を
カ
ヌ
ー

に
乗
せ
た
︒
ひ
と
つ
は
女
神
の
グ
ア
ト
ゥ
プ
アGuatupuʼ a

︑
も

う
ひ
と
つ
は
男
神
の
ガ
ウ
エ
テ
ア
キGaueteaki

で
あ
る
︒
天
の

神
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
や
女
神
の
シ
キ
ギ
モ
エ
モ
エSikingi-

m
oem

oe

は
そ
の
子
ど
も
に
あ
た
る
︒
レ
ン
ネ
ル
島
に
着
く
と
︑

そ
こ
に
は
ヒ
テ
ィhiti

と
呼
ぶ
背
の
低
い
︑
黒
い
一
団
が
住
ん
で

い
た
︒
伯
父
の
ト
ゴ
は
彼
ら
と
争
っ
て
殺
さ
れ
た
︒
カ
イ
ト
ゥ
は

嘆
き
悲
し
み
︑
ヒ
テ
ィ
に
問
い
つ
め
た
︒
な
ぜ
︑
お
前
た
ち
は
私

の
伯
父
を
殺
し
た
の
か
と
︒
す
る
と
ヒ
テ
ィ
は
彼
は
百
十
羽
の
鳩

を
つ
か
ま
え
た
の
に
︑
わ
れ
わ
れ
に
は
た
っ
た
十
羽
し
か
よ
こ
さ

な
か
っ
た
と
答
え
た
︒
カ
イ
ト
ゥ
は
伯
父
の
仇
を
う
つ
た
め
に
戦

い
を
挑
み
︑
ヒ
テ
ィ
を
退
治
し
た
︒
だ
が
︑
洞
窟
に
隠
れ
た
も
の

や
ト
ビ
ウ
オ
漁
に
海
に
出
て
い
た
ヒ
テ
ィ
た
ち
は
生
き
残
っ
た
︒

カ
イ
ト
ゥ
の
機
略
に
富
ん
だ
戦
い
が
語
ら
れ
る
︒

　

面
白
い
こ
と
に
︑
レ
ン
ネ
ル
に
は
多
く
の
ポ
リ
ネ
シ
ア
人
が
も

三
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︵

っ
て
い
る
よ
う
な
︑
祖
先
が
そ
こ
か
ら
来
て
︑
死
者
が
そ
こ
へ
帰

る
と
い
う
﹁
ハ
ワ
イ
キ
﹂
の
観
念
が
な
い
︒
伝
承
上
の
島
ウ
ベ
ア

を
発
っ
た
創
始
祖
先
カ
イ
ト
ゥ
に
始
ま
り
︑
世
代
を
数
え
て
た
ど

る
物
語
が
語
ら
れ
る
だ
け
で
あ
る
が
︑
そ
れ
は
︑
今
な
お
︑
人
々

に
愛
さ
れ
る
歴
史
な
の
で
あ
る
︒
そ
れ
は
流
れ
去
る
時
間
で
は
な

い
︒
ど
れ
も
が
満
た
す
時
間
な
の
で
あ
る
︒
物
語
は
祖
先
た
ち
の

智
慧
を
伝
え
︑
氏
族
の
系
譜
関
係
を
語
り
︑
自
ら
の
社
会
的
位
置

を
教
え
て
く
れ
る
︒
そ
れ
ら
を
知
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
人
々
は
こ

の
島
の
中
で
生
き
て
い
く
こ
と
が
で
き
る
︒

　

踊
り
手
は
手
拍
子
を
と
り
な
が
ら
歌
い
︑
腕
で
ジ
ェ
ス
チ
ャ
ー

を
つ
く
る
︒
曲
は
四
つ
の
節
を
単
位
と
し
て
旋
律
を
何
度
も
反
復

し
な
が
ら
構
成
し
︑
最
後
の
リ
フ
レ
イ
ン
が
グ
リ
サ
ン
ド
に
な
っ

て
下
降
し
て
終
わ
る
︒
各
節
の
歌
詞
が
﹁
ア
・
ａ
﹂
で
終
え
る
よ

う
な
形
式
に
整
え
ら
れ
て
い
て
︑
全
体
と
し
て
明
瞭
な
リ
ズ
ム
体

系
を
も
っ
て
い
る
︒
同
時
に
歌
わ
れ
る
フ
ア
タ
ン
ガ
よ
り
も
テ
ン

ポ
が
少
し
速
い
た
め
に
︑
節
を
反
復
し
た
り
︑
叫
び
声
を
入
れ
た

り
し
て
長
さ
を
調
節
す
る
︒
こ
う
し
て
上
声
部
の
フ
ア
タ
ン
ガ
と

下
声
部
の
ペ
セ
が
そ
れ
ぞ
れ
全
く
別
の
旋
律
を
保
ち
な
が
ら
も
︑

ポ
リ
リ
ズ
ミ
ッ
ク
な
音
を
効
果
的
に
織
り
合
わ
せ
る
︒
祖
先
の
物

語
は
神
々
の
物
語
と
重
な
り
合
い
︑
重
唱
的
︑
多
声
的
な
音
楽
と

し
て
歌
い
︑
語
ら
れ
る
︒
最
後
に
﹁
オ
オ 

ホ
︒
ア
ウ
エ 

オ
オ
ホ 

ʼ oo ho. ʼ aue. ʼ ooho !

﹂
と
い
う
叫
び
声
が
あ
が
る
と
歌
が
お
わ
る
︒

　

こ
の
フ
ア
タ
ン
ガ
と
ペ
セ
の
重
唱
を
歌
い
お
え
る
と
︑
献
納
歌

の
す
べ
て
が
終
わ
る
こ
と
に
な
る
︒
い
よ
い
よ
︑
祭
儀
は
供
物
を

神
々
に
捧
げ
る
最
も
厳
粛
な
段
階
に
入
る
︒

₄
．
神
々
に
供
物
を
捧
げ
る

　

フ
ア
タ
ン
ガ
と
ペ
セ
の
重
唱
が
終
わ
る
と
︑
し
ば
ら
く
沈
黙
の

時
間
が
流
れ
る
︒
司
祭
を
つ
と
め
る
首
長
が
広
場
を
前
に
︑
長
い

杖
を
手
に
し
て
お
も
む
ろ
に
立
ち
上
が
る
︒
下
帯
の
前
垂
れ
を
両

手
で
広
げ
て
︑
口
を
開
く
︒
そ
れ
か
ら
︑
か
な
り
早
口
で
神
に
言

葉
を
か
け
る
︒

　

T
e tepuʼ a taʼ aki tou gangi tuku te taum

aha, ke tuku 
saahennga te ʼ ugu henua. 

テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
の
神
︑ 

天

の
神
よ
︒
そ
な
た
の
天
を
高
く
持
ち
上
げ
給
え
︒
神
の
地
ウ
グ
・

ヘ
ヌ
アʼ ugu henua

に
豊
か
な
実
り
を
与
え
給
え
︒︵T

e 
tepuʼ a

は
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
神
の
尊
称
︶︒

　

こ
の 

﹁
ウ
グ
・
ヘ
ヌ
ア
﹂
と
い
う
言
葉
は
︑
こ
の
収
穫
儀
礼
に

お
い
て
︑
こ
と
の
ほ
か
重
要
な
観
念
を
表
し
て
い
る
の
で
は
な
い

か
と
思
う
︒﹁
ウ
グ
・
ヘ
ヌ
ア
﹂
の
ウ
グʼ ugu

は
頭
︑
天
上
あ
る

い
は
神
を
意
味
す
る
言
葉
で
あ
り
︑
ヘ
ヌ
アhenua

は
土
地
の

こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
︑﹁
ウ
グ
・
ヘ
ヌ
ア
﹂
と
は
神
の
土
地
︑
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天
上
の
地
を
表
す
の
で
あ
る
︒
儀
礼
に
際
し
て
︑
神
が
召
し
上
が

る
食
べ
物
を
つ
く
る
こ
の
土
地
は
神
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
考
え

方
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
こ
れ
は
同
じ
よ

う
に
食
物
の
供
献
儀
礼
で
あ
る
大
嘗
祭
や
新
嘗
祭
な
ど
︑
日
本
古

代
の
祭
儀
に
通
じ
る
も
の
が
あ
る
︒﹁
古
事
記
﹂
や
﹁
万
葉
集
﹂︑

﹁
続
日
本
紀
﹂
の
宣
命
な
ど
に
み
ら
れ
る
﹁
食
国
﹂︵
お
す
く
に
︶

に
つ
い
て
︑
折
口
信
夫
は
神
の
﹁
お
あ
が
り
に
な
る
も
の
を
作
る

国
﹂
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
が
︵
折
口₁₉₇₅

︶︑

﹁
ウ
グ
・
ヘ
ヌ
ア
﹂
は
こ
れ
に
よ
く
対
応
す
る
よ
う
に
思︵
う

︶
₆

︒

　

司
祭
を
つ
と
め
る
首
長
は
神
に
こ
の
地
の
実
り
を
乞
い
願
い
︑

神
の
恩
恵
に
よ
っ
て
収
穫
さ
れ
た
も
の
を
供
物
と
し
て
捧
げ
︑

神
々
に
感
謝
す
る
の
で
あ
る
︒﹁
こ
の
地
に
住
む
わ
れ
わ
れ
︑
カ

イ
ト
ゥ
の
子
孫
た
ち
は
︑
こ
こ
に
供
え
物
を
捧
げ
て
︑
そ
な
た
の

慈
悲
を
乞
い
願
い
奉
る
︒
ウ
グ
・
ヘ
ヌ
ア
の
実
り
の
豊
か
な
ら
ん

こ
と
を
﹂
と
い
う
意
味
の
言
葉
で
祈
祷
す
る
︒
す
る
と
参
列
者
た

ち
は
感
謝
を
表
す
﹁
ア
ウ
エ
！ 

ア
ウ
エ
！ ʼ aue ! ʼ aue !

﹂
を
幾

度
も
繰
り
返
し
︑﹁
オ
オ
ラ
！ 

オ
オ
ラoola ! oola ! 

﹂
と
声
を

上
げ
る
︒

　

首
長
の
家
の
正
面
軒
下
に
用
意
さ
れ
た
天
の
神
の
テ
ハ
イ
ン
ガ

ア
ト
ゥ
ア
と
女
神
シ
キ
ギ
モ
エ
モ
エSikingim

oem
oe

の
座
所

の
前
に
ヤ
ム
イ
モ
が
山
の
よ
う
に
積
み
上
げ
ら
れ
る
︒
ふ
た
た
び
︑

司
祭
者
が
祈
り
を
捧
げ
る
と
︑
神
が
供
物
を
受
け
取
っ
た
こ
と
が

示
さ
れ
る
︒
す
る
と
神
の
意
思
を
代
弁
す
る
神
官
︵
バ
カ
タ
シ

bakatasi

︶
を
つ
と
め
る
男
が
口
を
開
き
︑﹁
他
の
神
々
や
祖
霊

た
ち
に
も
分
け
与
え
る
よ
う
に
﹂
と
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
神
の

言
葉
を
伝
え
る
︒
司
祭
を
つ
と
め
る
ガ
ト
ン
ガ
氏
が
感
謝
の
祈
り

を
捧
げ
︑
そ
の
ヤ
ム
イ
モ
を
取
り
分
け
て
︑
祭
祀
場
を
囲
む
よ
う

に
配
さ
れ
た
他
の
神
々
の
座
所
や
祖
霊
の
拝
所
に
供
え
る
︒

　

ガ
ト
ン
ガ
氏
に
よ
れ
ば
︑
天
の
神
に
よ
っ
て
生
命
︵
マ
ウ
ン
ギ

m
aungi

︶
を
与
え
ら
れ
た
作
物
を
人
が
育
て
︑
収
穫
し
た
も
の

を
神
々
や
祖
霊
に
供
え
る
の
だ
と
い
う
︒
神
々
に
供
え
ら
れ
る
供

物
︑
と
り
わ
け
最
高
神
の
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
に
捧
げ
ら
れ
る

供
物
は
最
も
神
聖
な
も
の
で
あ
る
︒
そ
れ
が
神
の
宣
託
に
よ
っ
て
︑

取
り
分
け
ら
れ
て
︑
氏
族
の
神
々
や
他
の
神
々
に
も
供
え
ら
れ
る
︒

さ
ら
に
︑
祖
霊
に
も
供
え
ら
れ︵
る

︶
₇

︒
そ
の
手
順
に
よ
っ
て
︑
神
聖

性
つ
ま
り
タ
プtapu

が
段
階
的
に
解
除
さ
れ
て
︑
最
終
的
に
は

人
々
に
も
分
け
与
え
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
︒

　

天
の
神
に
捧
げ
ら
れ
る
供
物
は
ア
ン
ガ
ト
ヌangatonu

と
呼

ば
れ
︑
ヤ
ム
イ
モ
に
し
て
も
︑
魚
に
し
て
も
﹁
生
の
も
の
︵
料
理

を
し
な
い
も
の
︶﹂
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
︒
な
か
で
も
︑
海
亀

や
鮫
︑
鯨
な
ど
海
の
彼
方
か
ら
到
来
す
る
獲
物
は
︑
最
も
神
聖
な

供
物
で
あ
る
︒
こ
れ
に
対
し
て
︑
氏
族
の
神
に
は
調
理
さ
れ
た
も

三
九
〇
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の
を
捧
げ
る
︒
そ
れ
を
イ
ナ
テ
ィinati

と
い
う
︵
近
森₁₉₈₈

︶︒

こ
の
よ
う
に
生
の
供
物
と
料
理
し
た
供
物
が
あ
る
の
は
︑
伊
勢
神

宮
を
は
じ
め
日
本
の
神
社
で
稲
穂
が
つ
い
た
ま
ま
の
生
の
稲
と
炊

い
た
米
が
そ
れ
ぞ
れ
贄
と
し
て
捧
げ
ら
れ
る
の
を
思
い
起
こ
さ
せ
︑

こ
こ
に
も
彼
我
の
類
似
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
首
長
の
家

の
中
の
中
央
に
あ
る
主
柱
の
も
と
に
︑
調
理
さ
れ
た
ヤ
ム
イ
モ
が

バ
ナ
ナ
の
葉
に
包
ん
で
供
え
ら
れ
る
︒
そ
こ
に
は
氏
族
の
神
で
あ

る
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神
の
座
所
を
表
す
コ
コ
ヤ
シ
の
編
み
物
が
敷

か
れ
て
あ
る
︒
首
長
は
家
の
中
に
入
っ
て
︑
そ
の
座
所
に
向
か
っ

て
祈
り
を
捧
げ
る
︒
そ
れ
か
ら
料
理
さ
れ
た
イ
モ
の
小
片
を
儀
式

用
の
貝
の
匙
で
掬
う
︒
そ
れ
は
神
が
供
物
を
口
に
し
た
こ
と
を
表

し
て
い
る
︒
参
列
者
た
ち
は
口
々
に
神
の
名
を
呼
ん
で
︑﹁
ア
ウ

エ
︑
ア
ウ
エ ʼ aue, ʼ aue

﹂︵
感
謝
︑
感
謝
︶
と
唱
え
る
︒

₅
．
神
々
を
送
る　

　

儀
礼
は
い
よ
い
よ
最
後
の
場
面
に
入
る
︒
迎
え
た
神
々
が
天
空

に
帰
還
す
る
の
で
あ
る
︒

　

ふ
た
た
び
︑
踊
り
手
た
ち
が
広
場
に
進
み
出
る
︒
踊
り
手
た
ち

は
列
に
な
っ
て
ス
テ
ッ
プ
を
踏
み
︑
手
拍
子
を
と
り
な
が
ら
︑

神
々
の
席
の
前
に
ひ
と
つ
ひ
と
つ
進
み
出
て
︑
前
進
し
た
り
︑
後

ず
さ
り
し
た
り
し
な
が
ら
︑
頭
を
下
げ
る
よ
う
な
仕
草
を
繰
り
返

す
︒
そ
れ
が
済
む
と
︑
神
々
の
座
席
に
敷
か
れ
て
い
た
筵
が
た
た

ま
れ
る
︒
そ
れ
は
神
々
が
祭
祀
場
か
ら
立
ち
去
っ
た
こ
と
を
表
す
︒

　

儀
礼
は
神
の
神
聖
さ
が
も
つ
危
険
に
近
づ
く
こ
と
で
も
あ
る
︒

迎
え
た
神
々
に
は
あ
や
ま
ち
の
な
い
よ
う
適
切
な
儀
礼
を
お
こ
な

っ
て
危
険
を
避
け
な
け
れ
ば
な
ら
な︵
い

︶
₈

︒
人
々
は
恐
れ
を
い
だ
き

な
が
ら
神
と
の
間
で
食
物
と
奉
仕
を
交
換
し
て
︑
速
や
か
に
神
々

を
見
送
る
の
で
あ
る
︒
男
た
ち
の
手
拍
子
が
最
高
調
に
な
っ
た
時
︑

﹁
マ
ア
ア 

シ
キ
！ m

aa siki !

﹂
と
首
長
が
声
を
張
り
上
げ
て
︑

儀
礼
の
終
わ
り
を
告
げ
る
︒
そ
し
て
新
鮮
な
コ
コ
ヤ
シ
の
実
を
割

っ
て
︑
汁
を
板
太
鼓
の
上
に
注
ぎ
か
け
︑
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
で
地
面

を
叩
く
︒
歌
と
踊
り
が
止
む
︒
参
列
者
は
﹁
シ
キ
︑
ア
ウ
エ
！ 

siki, ʼ aue !

﹂︵
感
謝
︶﹂
と
口
々
に
答
え
る
︒
そ
れ
に
続
く
よ
う

に
首
長
が
﹁
皆
の
分
け
前
！
﹂
と
大
声
を
発
す
る
と
︑
参
列
者
は

﹁
神
の
賜
り
物
を
頂
戴
﹂
と
い
う
意
味
の
言
葉
を
唱
和
す
る
︒
こ

れ
で
儀
礼
の
す
べ
て
が
終
わ
る
︒

₆
．
収
穫
物
を
分
け
あ
う

　

神
々
に
捧
げ
ら
れ
て
い
た
ヤ
ム
イ
モ
の
山
が
ヤ
シ
の
葉
の
篭
に

小
分
け
に
さ
れ
て
︑
参
加
し
て
い
た
客
人
た
ち
に
配
ら
れ
る
︵
図

₆
︶︒
マ
ガ
エ
の
祭
儀
は
首
長
が
司
祭
者
と
し
て
収
穫
物
を
神
に

捧
げ
︑
そ
れ
が
も
つ
神
聖
さ
︵tapu

タ
プ
︶
を
解
い
て
︑
人
々

三
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図 6　収穫されたヤムイモの分配：ヤシの葉でつくった篭に均等にいれられて村人に分配する

図 7　儀礼が終わり、村人全員が加わって会食となる：これも分配の一環としておこなわれる
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が
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
宗
教
的
な
手
続
き
で
あ

っ
た
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
︒

　

最
初
に
そ
れ
を
受
け
取
る
の
は
首
長
の
母
方
の
義
理
の
兄
弟
で

あ
る
︒
そ
れ
か
ら
他
の
高
位
の
男
た
ち
に
分
け
与
え
ら
れ
︑
そ
の

後
で
︑
集
ま
っ
た
人
々
全
員
に
均
等
に
配
ら
れ
る
︒
配
分
の
範
囲

に
つ
い
て
︑
か
つ
て
の
状
態
を
知
る
こ
と
は
難
し
い
が
︑
調
査
中

に
わ
れ
わ
れ
が
招
か
れ
た
村
の
祝
宴
か
ら
推
測
す
れ
ば
︑
首
長
の

父
系
系
譜
の
構
成
員
の
範
囲
を
超
え
て
︑
妻
方
︑
母
方
の
リ
ネ
ー

ジ
に
も
広
が
っ
て
い
る
︒
夫
方
居
住
に
よ
っ
て
女
性
は
夫
の
リ

ネ
ー
ジ
に
婚
出
す
る
が
︑
妻
方
の
リ
ネ
ー
ジ
と
の
つ
な
が
り
を
維

持
す
る
︒
こ
う
し
て
︑
い
く
つ
か
の
リ
ネ
ー
ジ
の
連
帯
に
よ
っ
て

配
分
集
団
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
う
か
が
わ
れ
る
︵
近
森

₁₉₈₈

︶︒
こ
の
収
穫
物
の
分
配
は
︑
今
日
な
お
︑
首
長
の
も
っ
と

も
重
要
な
社
会
的
役
割
で
あ
る
こ
と
に
変
わ
り
は
な
い
︒
限
定
的

な
資
源
を
均
等
に
分
け
合
う
こ
と
が
︑
集
団
の
大
切
な
生
存
メ
カ

ニ
ズ
ム
で
あ
っ
た
︒

₇
．
饗
宴

　

日
が
と
っ
ぷ
り
と
暮
れ
た
こ
ろ
︑
よ
う
や
く
儀
礼
の
す
べ
て
が

終
わ
っ
た
︒
儀
式
の
間
じ
ゅ
う
裏
の
炊
事
小
屋
で
調
理
に
精
を
出

し
て
い
た
女
た
ち
が
︑
出
来
上
が
っ
た
イ
モ
や
バ
ナ
ナ
︑
魚
の
蒸

し
焼
き
を
広
場
に
運
び
込
む
︒
広
場
に
は
バ
ナ
ナ
の
葉
が
広
げ
ら

れ
︑
そ
の
上
に
料
理
が
並
べ
ら
れ
る
︒
首
長
の
ガ
ト
ン
ガ
氏
が
簡

単
な
ス
ピ
ー
チ
を
し
て
︑
会
食
が
始
ま
る
︒
会
食
も
収
穫
物
の
分

配
の
一
環
で
あ
り
︑
そ
れ
を
用
意
す
る
の
も
首
長
の
つ
と
め
な
の

で
あ
る
︒
か
つ
て
は
︑
そ
れ
を
カ
イ
・
ア
ア
バ
キkai ʼ aabaki

と
い
い
︑
神
と
人
が
共
食
す
る
儀
礼
の
最
後
の
過
程
と
し
て
男
た

ち
だ
け
で
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
ら
し
い
が
︑
今
で
は
村
人
全
員
が

加
わ
っ
て
︑
に
ぎ
や
か
な
宴
会
に
な
る
︒︵
図
₇
︶
広
場
に
日
常

の
お
し
ゃ
べ
り
が
戻
っ
て
く
る
︒
ギ
タ
ー
を
も
っ
た
若
者
た
ち
が

入
っ
て
来
て
︑
世
俗
の
歌
が
始
ま
る
︒

Ⅱ
．
集
落
遺
跡
の
発
掘
―
家
屋
︑
屋
敷
︑
す
み
か
―

₁
．
発
掘
調
査

　

森
の
中
に
発
見
さ
れ
た
集
落
跡
は
土
に
埋
も
れ
︑
草
木
に
お
お

わ
れ
て
︑
昔
日
の
祈
り
の
歌
声
を
封
じ
込
め
た
ま
ま
︑
深
い
追
憶

の
年
令
を
か
さ
ね
て
い
た
︒

　

わ
れ
わ
れ
は
島
内
に
散
在
す
る
古
い
集
落
跡
の
分
布
を
調
査
し
︑

そ
の
中
か
ら
︑
島
の
西
部
の
マ
タ
ン
ギM

atangi

と
東
部
の
テ

ン
ガ
ノ
湖
に
近
い
ト
ゥ
フ
ヌ
イT

uhunui

︑
バ
イ
ガ
ウBaigau

︑

マ
ガ
マ
ウ
ベ
アM

agam
aʼ ubea

に
あ
る
六
つ
の
集
落
跡
を
選
ん

で
発
掘
調
査
を
お
こ
な
っ
た
︵
近
森₁₉₈₈, Chikam

ori ₁₉₈₅, 

三
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近
森₁₉₇₅

︶︒
か
つ
て
の
屋
敷
地
は
植
栽
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
コ

コ
ヤ
シ
の
樹
列
に
よ
っ
て
か
こ
ま
れ
︑
そ
れ
が
明
確
な
プ
ラ
ン
を

も
っ
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
っ
た
︒
ヤ
シ
の
古
木
は
す
で
に

朽
ち
て
︑
太
い
根
株
を
残
す
だ
け
の
も
の
も
あ
っ
た
が
︑
そ
の
樹

列
が
全
体
と
し
て
カ
ヌ
ー
の
櫂
の
形
を
描
い
て
い
る
︵
図
₈
︑₉︲

ａ
︑ｂ
︑ｃ
︶︒
ち
ょ
う
ど
櫂
の
形
の
水
掻
き
に
あ
た
る
部
分
が
︑

扇
状
に
広
が
っ
て
広
場
に
な
る
︒
そ
こ
が
儀
礼
を
お
こ
な
う
祭
祀

広
場
︵
ゴ
ト
・
マ
ガ
エngoto m

angaʼ e

︶
で
あ
る
︒
広
場
の
最

奥
に
低
い
方
形
の
基
壇
が
あ
り
︑
そ
こ
に
首
長
の
家
屋
の
跡
が
発

見
さ
れ
た
︒
広
場
か
ら
ア
ガ
シ
ガangasiga

と
呼
ぶ
細
い
通
路

が
一
直
線
に
伸
び
て
い
る
が
︑
そ
れ
が
櫂
の
柄
に
あ
た
る
︒

　

こ
の
屋
敷
地
の
形
は
最
高
神
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
が
乗
る
カ

ヌ
ー
の
櫂
︵sua ki ngangi

︶
を
表︵
し

︶
₉ 

︑
住
居
は
神
々
の
天
空

の
住
ま
い
︵
ハ
カ
・
テ
ィ
ノ
・
オ
・
テ
・
ハ
ン
ゲ
・
ア
ト
ゥ
ア

haka tino o te hange A
tua

︶
を
模
し
て
つ
く
ら
れ
た
の
だ
と

い
う
︒
神
々
の
住
ま
い
は
天
空
の
彼
方
に
あ
り
︑
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア

ト
ゥ
ア
神
の
居
所
は
東
南
の
ト
ゥ
ア
ン
ガ
キtuʼ aangaki

と
い

う
所
に
あ
り
︑
氏
族
の
神
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
の
居
所
は
ヌ
ク
ア
ヘ

アnukuahea

に
あ
る
の
だ
と
い
う
︒
天
の
神
の
方
が
氏
族
の
神

よ
り
も
遠
い
所
に
住
ま
っ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
神
の
住

む
家
は
大
き
く
︑
家
の
中
に
は
二
段
の
棚
が
あ
っ
て
︑
そ
こ
に
神

聖
な
櫂
と
槍
が
納
め
ら
れ
て
い
る
︒
棚
に
は
コ
コ
ヤ
シ
や
パ
ン
ノ

キ
︑
タ
ロ
イ
モ
︑
ヤ
ム
イ
モ
︑
バ
ナ
ナ
な
ど
食
べ
物
が
一
杯
詰
ま

っ
て
い
る
︒
ま
た
︑
樹
皮
布
︑
パ
ン
ダ
ヌ
ス
の
葉
で
編
ん
だ
蓆
な

ど
も
あ
っ
て
︑
神
々
は
人
の
求
め
に
応
じ
て
そ
れ
ら
を
送
り
届
け

て
く
れ
る
︒
テ
ハ
イ
ガ
ベ
ガ
神
の
家
に
は
人
間
の
霊
魂
︵
マ
ウ
ン

ギ m
aʼ ungi

︶ 

も
納
め
ら
れ
て
い
て
︑
人
が
生
ま
れ
た
時
に
送
っ

て
く
れ
る
の
だ
と
い
う
︒

　

マ
タ
ン
ギ
の
集
落
遺
跡
は
島
の
中
央
を
東
西
に
縦
断
す
る
道
路

か
ら
南
に
入
っ
た
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
た
︒
発
掘
調
査
は
祭
祀
広

場
に
ト
レ
ン
チ
を
設
け
て
︑
住
居
跡
と
そ
の
背
後
に
あ
る
炊
舎
跡

を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
︒
住
居
跡
は
雨
水
に
よ
る
侵
食
や
植
物

の
被
覆
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
個
所
も
み
ら
れ
た
が
︑
家
屋
の
規

模
や
柱
穴
の
位
置
を
確
認
し
︑
廃
棄
時
期
の
状
態
を
復
元
す
る
こ

と
が
で
き
た
︒
か
つ
て
の
住
居
は
︑
現
在
の
も
の
が
高
床
式
で
あ

る
の
と
は
異
な
り
︑
基
壇
を
床
面
と
し
て
建
て
ら
れ
た
地
床
式
で

あ
る
︒
わ
ず
か
に
土
を
盛
り
上
げ
て
基
壇
︵ 

ア
テ
ィ
ン
ガʼ at-

inga

︶
を
つ
く
り
︑
そ
れ
を
床
面
に
し
て
家
を
建
て
て
い
る
︒
基

壇
は
₆
ｍ
×
₃
・
₅
ｍ
の
長
方
形
を
な
し
︑
長
辺
を
祭
祀
広
場
に

向
け
て
い
る
︒
基
壇
上
の
四
隅
と
各
辺
の
中
央
に
直
径
₁₅
な
い
し

₂₀
㎝
ほ
ど
の
堀
立
柱
の
柱
穴
が
確
認
さ
れ
た
︒
妻
側
の
中
央
の
柱

穴
が
棟
持
ち
柱
と
考
え
ら
れ
る
︒
発
掘
結
果
を
も
と
に
︑
一
九
三

三
九
四
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三
年
に
テ
ン
プ
ル
ト
ン
・
ク
ロ
ッ
カ
ーT

em
pleton Crocker

探
検
隊
が
撮
影
し
た
写
真
︵
ハ
ワ
イ
・
ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館
所

蔵
︶
を
手
が
か
り
に
骨
組
み
の
復
元
を
試
み
た
の
が
図
₁₀︲

ａ
︑ｂ

で
あ︵
る

︶
₁₀

︒
棟
持
ち
柱
の
高
さ
は
写
真
に
写
っ
て
い
る
人
物
か
ら
判

断
し
て
︑
₂
・
₈
ｍ
な
い
し
₃
ｍ
位
と
推
定
さ
れ
る
︒
棟
持
ち
柱

の
上
端
に
棟
木
が
の
せ
ら
れ
る
︒
発
掘
結
果
で
興
味
深
い
の
は
︑

棟
持
ち
柱
の
内
側
に
直
径
₂₅
㎝
ほ
ど
の
太
い
柱
穴
が
発
見
さ
れ
た

こ
と
で
あ
る
︒
こ
の
よ
う
な
柱
は
︑
現
在
の
住
居
に
は
み
ら
れ
な

い
︒
こ
れ
は
テ
ン
プ
ル
ト
ン
・
ク
ロ
ッ
カ
ー
探
検
隊
の
写
真
に
よ

れ
ば
︑
垂
木
を
受
け
て
屋
根
を
の
せ
る
小
屋
束
の
柱
穴
で
は
な
い

か
と
考
え
ら
れ
る
︒
ち
ょ
う
ど
鳥
居
の
よ
う
に
︑
太
い
柱
が
住
居

の
長
軸
の
中
心
線
上
に
組
み
上
げ
ら
れ
て
︑
そ
の
両
端
に
棟
持
ち

柱
が
立
て
ら
れ
る
︒
垂
木
は
棟
木
と
母
屋
の
間
に
挟
む
よ
う
に
︑

し
っ
か
り
と
固
定
さ
れ
る
︒
最
も
特
徴
的
な
の
は
︑
垂
木
が
弓
形

に
湾
曲
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
そ
れ
に
よ
っ
て
屋
根
が
半
円
形

あ
る
い
は
ア
ー
チ
形
に
な
る
︒
軒
に
伸
び
た
垂
木
は
高
さ
₇₀
㎝
位

の
高
さ
の
束
柱
に
の
せ
ら
れ
た
軒
桁
に
結
束
さ
れ
て
い
る
︒
屋
根

は
コ
コ
ヤ
シ
の
葉
で
軒
桁
の
位
置
ま
で
葺
き
下
ろ
さ
れ
る
︒
破
風

も
同
じ
高
さ
ま
で
ふ
さ
が
れ
て
い
る
︒
側
壁
が
な
く
︑
出
入
り
口

の
よ
う
な
も
の
も
な
い
︒
人
は
こ
の
低
い
軒
下
か
ら
︑
潜
る
よ
う

に
し
て
内
部
に
出
入
り
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
半
円
形
の
屋
根
を
も

つ
住
居
形
式
は
首
長
の
住
ま
い
に
限
ら
れ
て
い
る
︒
そ
れ
は
天
空

︵
ガ
ン
ギgangi

︶
を
表
し
︑
神
の
住
ま
い
と
同
じ
形
な
の
だ
と

い
う
︒
住
居
内
部
を
撮
影
し
た
探
検
隊
の
写
真
に
は
︑
サ
メ
捕
り

の
木
製
の
大
き
な
釣
針
と
一
緒
に
︑
テ
ハ
イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
神
の

象
徴
で
あ
る
棍
棒
︵
マ
ウ
ン
ギ
・
テ
・
ヘ
ヌ
アm

aʼ ungi-te-
henua

︶
と
テ
ハ
イ
ン
ガ
ベ
ガ
神
の
持
ち
物
で
あ
る
槍
︵
タ
オ
・

ハ
カ
サ
ニ
サ
ニ tao hakasanisani

︶
が
小
屋
束
を
横
に
つ
な
ぐ

太
い
桁
の
上
に
懸
け
ら
れ
て
い
る
様
子
が
写
っ
て
い
る
︒

　

発
掘
し
た
住
居
の
床
面
に
は
火
を
焚
い
た
痕
跡
が
認
め
ら
れ
な

い
︒
お
そ
ら
く
︑
家
屋
の
内
部
に
は
炉
の
よ
う
な
も
の
は
な
く
︑

火
を
屋
内
に
持
ち
込
む
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
︒
調
理
を
す

る
た
め
の
炉
は
︑
今
日
の
住
居
と
同
じ
よ
う
に
︑
居
住
棟
と
は
別

に
︑
そ
の
背
後
に
炊
舎
が
建
て
ら
れ
て
い
た
︒
炊
舎
が
あ
っ
た
と

み
ら
れ
る
炉
の
中
に
は
︑
焼
成
土
や
灰
に
混
じ
っ
て
︑
石
蒸
焼
き

に
用
い
ら
れ
た
大
量
の
石
灰
岩
の
塊
が
堆
積
し
て
い
る
︒
マ
タ
ン

ギ
遺
跡
︵M

atangi Loc.  ₁₈

遺
跡
︶
の
炉
跡
か
ら
は
サ
ン
ゴ
石

灰
岩
の
中
に
含
ま
れ
る
シ
ャ
コ
ガ
イ
の
化
石
で
つ
く
ら
れ
た
石
斧

が
発
見
さ
れ
た
︵
図

︶
₁₁
︵₁₁

︶︒　

　

発
掘
を
お
こ
な
っ
た
六
つ
の
集
落
遺
跡
に
つ
い
て
︑
あ
ら
ゆ
る

点
に
共
通
性
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
︒
屋
敷
地
が
櫂
の
形
を
し

て
い
る
こ
と
︑
祭
祀
広
場
︵
ゴ
ト
・
マ
ガ
エngoto m

angaʼ e

︶

三
九
五
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図 8　 テンガノ湖畔、トゥフヌイ Tuhunui の集落遺跡
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図 9⊖b　  発掘された住居跡の平面図：
 基壇と柱穴の位置を確認

図 9⊖a　  マタンギ Matangi の集落遺跡

図 9⊖d　  現在の集落　ニウパニ村：中央
の教会を中心に広場の周りに住
居が並ぶ

図 9⊖c　  屋敷跡：通路（アガシガ）
から儀礼広場（ゴト・マガ
エ）への入口
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図 10⊖a　  マタンギ遺跡（Matangi Loc. 18）住居跡の発掘結果と 1933 年テンプルトン・クロッカー
Templeton Crocker 探検隊の撮影写真にもとづく首長住居の復元図（近森）

図 10⊖b　  マタンギ遺跡（Matangi）住居跡の発掘結果による小屋組みの復元試案（近森）
図 10⊖c　  現在の居住家屋　高床式居住棟（ハンゲ・ポーロア hange poloa）
図 10⊖d　  現在の居住家屋　地床式居住棟（ハンゲ・パイト hange paito）

図 10⊖c

図 10⊖d

図 10⊖b

図 10⊖a
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に
面
し
て
一
棟
の
家
屋
が
建
て
ら
れ
て
い
る
こ
と
︑
そ
の
背
後
に

石
蒸
焼
き
の
炊
事
場
を
設
け
て
い
る
こ
と
︑
通
路
︵
ア
ガ
シ
ガ

angasiga

︶
の
両
側
に
首
長
や
家
族
の
墳
墓
が
み
ら
れ
る
こ
と
︑

通
路
が
か
な
ら
ず
他
集
団
と
の
交
流
を
可
能
に
す
る
道
路
や
カ

ヌ
ー
を
舫
う
湖
岸
に
つ
な
が
っ
て
い
る
な
ど
︑
そ
の
形
態
︑
配
置
︑

規
模
の
す
べ
て
が
共
通
し
て
い
る
︒
住
居
の
大
き
さ
も
基
壇
の
長

辺
が
₈
な
い
し
₅
ｍ
︑
短
辺
が
₃
な
い
し
₅
ｍ
で
大
き
な
差
が
み

ら
れ
な
い
︒
わ
れ
わ
れ
の
系
譜
調
査
は
父
系
出
自
集
団
の
間
に
社

会
的
地
位
の
上
下
が
な
く
︑
小
集
団
の
自
立
性
が
高
い
こ
と
を
明

ら
か
に
し
た
が
︵
瀬
良₁₉₇₉

︶︑
そ
れ
が
集
落
形
態
に
も
反
映
さ

れ
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ︵
る

︶
₁₂

︒

　

屋
敷
形
態
の
中
心
を
な
す
祭
祀
広
場
ゴ
ト
・
マ
ガ
エ
の
ゴ
ト
は

内
部
︑
内
側
な
ど
を
意
味
す
る
原
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
の
ロ
トloto

に
由
来
し
︑
マ
ガ
エ
は
︑
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
各
地
で
祭
祀
場
あ
る
い

は
神
殿
を
あ
ら
わ
す
マ
ラ
エm

arae

の
原
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
に
相

当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
︒
タ
ヒ
チ
や
ハ
ワ
イ
な
ど
高
度
な
階
層
社

会
を
発
達
さ
せ
た
東
部
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
︑
こ
の
マ
ラ
エ
は
壮
大

な
石
造
神
殿
に
発
展
し
︑
い
わ
ゆ
る
ポ
リ
ネ
シ
ア
巨
石
文
明
を
築

き
上
げ
た
が
︑
こ
う
し
た
マ
ラ
エ
の
起
原
に
つ
い
て
︑
そ
れ
を
明

ら
か
に
す
る
よ
う
な
証
拠
は
ま
だ
︑
得
ら
れ
て
い
な
い
︒
マ
ラ
エ

の
形
式
の
発
展
過
程
を
考
え
る
と
き
︑
レ
ン
ネ
ル
の
ゴ
ト
・
マ
ガ

三
九
九

図 11　  マタンギ Matangi 集落遺跡の
炊舎跡から発見された石斧：
造礁石灰岩の中に化石として
含まれるシャコガイを利用し
た手斧（隆起サンゴ礁には火
成岩が存在しないので、固化
した貝の化石はそれに代わる
製作材料として利用される）
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エ
の
よ
う
に
祭
祀
を
お
こ
な
う
首
長
の
住
居
あ
る
い
は
屋
敷
に
ひ

と
つ
の
原
形
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
か
︒
す
な
わ

ち
︑
神
聖
な
力
を
も
つ
首
長
に
よ
っ
て
神
々
が
招
か
れ
る
︒
神
が

降
臨
す
る
場
所
が
祭
祀
場
に
な
る
の
で
あ
る
︒
ロ
ン
ド
ン
伝
道
協

会
の
牧
師
Ｊ
・
Ｍ
・
オ
ズ
モ
ン
ドO

rsm
ond

が
一
九
世
紀
に
記

録
し
た
タ
ヒ
チ
の
神
官
の
証
言
に
よ
れ
ば
︑
当
時
タ
ヒ
チ
で
は
首

長
の
住
居
と
マ
ラ
エ
が
同
一
視
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ
る

︵H
enry ₁₉₂₈

︶︒

　

I riro te fare o te taʼ ata m
ana ei m

arae noʼ na; e ora 
te taʼ ata ia horo i roto i taua fare ra, eiha te feia i 
haʼ apaohia ei tapu.

︵
超
自
然
的
な
力
︑
マ
ナ
を
も
つ
人
の
家

は
マ
ラ
エ
に
な
る
︒
だ
か
ら
︑
戦
い
に
破
れ
て
そ
の
家
に
逃
げ
込

め
ば
︑
神
聖
な
力
に
守
ら
れ
て
殺
害
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
︒︶

　

こ
こ
に
云
うriro

は
﹁
他
の
も
の
に
な
り
変
わ
る
﹂
と
い
う

意
味
で
あ
る
か
ら
︑
神
聖
な
力
を
も
つ
首
長
の
住
ま
い
が
マ
ラ
エ

に
重
ね
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
は
な
い︵
か

︶
₁₃

︒
考

古
学
的
事
例
と
し
て
は
︑
祭
祀
場
を
も
つ
住
居
跡
が
西
ポ
リ
ネ
シ

ア
の
フ
ト
ゥ
ナFutuna

島
か
ら
報
告
さ
れ
て
い
る
︒
Ｅ
・
バ
ロ

ウ
ズ
の
記
述
に
よ
れ
ば
︑
基
壇
の
上
に
建
て
ら
れ
た
首
長
の
住
居

の
前
面
に
方
形
の
祭
祀
場
が
あ
り
︑
そ
の
周
囲
に
首
長
の
墓
地
が

あ
る
︵Burrow

s ₁₉₃₆

︶︒
ひ
と
つ
の
推
測
で
は
あ
る
が
︑
レ
ン

ネ
ル
島
の
マ
ガ
エ
や
フ
ト
ゥ
ナ
島
の
住
居
跡
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
︑

住
居
と
一
体
に
な
っ
た
祭
祀
場
が
︑
首
長
権
の
強
大
化
︑
社
会
の

階
層
化
に
と
も
な
っ
て
東
部
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
は
︑
壮
大
な
石
造
神

殿
の
マ
ラ
エ
に
発
達
し
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

　

東
部
ポ
リ
ネ
シ
ア
で
発
達
し
た
マ
ラ
エ
に
は
︑
石
列
で
囲
ん
だ

聖
域
の
中
に
石
組
み
の
祭
壇
や
神
の
依
り
代
を
示
す
石
柱
や
板
石
︑

参
列
者
の
背
も
た
れ
石
な
ど
が
配
置
さ
れ
る
︒
し
か
し
︑
レ
ン
ネ

ル
島
の
祭
祀
場
で
は
︑
儀
礼
に
際
し
て
広
場
に
コ
コ
ヤ
シ
や
パ
ン

ダ
ヌ
ス
の
葉
で
編
ん
だ
マ
ッ
ト
を
敷
い
て
神
の
座
を
表
す
だ
け
で

あ
る
か
ら
︑
考
古
学
的
な
遺
構
と
し
て
後
世
に
残
る
も
の
は
何
も

な
い
︒
し
か
し
︑
本
来
︑
マ
ラ
エ
の
も
っ
て
い
た
聖
な
る
空
間
は
︑

時
に
応
じ
て
降
臨
す
る
神
々
と
の
出
会
い
の
場
で
あ
っ
た
わ
け
で

あ
る
か
ら
︑
そ
の
都
度
︑
心
新
た
に
用
意
さ
れ
る
も
の
で
は
な
か

っ
た
だ
ろ
う
か
︒
レ
ン
ネ
ル
島
の
マ
ガ
エ
の
儀
式
に
見
ら
れ
る
よ

う
に
︑
日
常
的
な
空
間
が
突
如
︑
神
聖
な
場
に
転
換
す
る
時
︑
そ

の
非
連
続
的
な
切
り
替
り
に
姿
の
見
え
な
い
神
の
出
現
を
一
層
強

く
感
知
さ
せ
る
も
の
が
あ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
︒
こ
こ
に
マ
ラ

エ
の
祭
祀
空
間
が
も
っ
て
い
た
古
い
形
式
を
予
想
し
て
み
る
こ
と

が
で
き
る
︒

　

マ
タ
ン
ギ
遺
跡
と
マ
ガ
マ
ウ
ベ
ア
遺
跡
の
炉
跡
か
ら
採
取
し
た

炭
化
物
に
よ
る
放
射
性
年
代
測
定
の
測
定
値
は
四
五
〇
年
前
か
ら

四
〇
〇



ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
歌
と
収
穫
儀
礼

）

一
三
一　
︵

六
四
〇
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
︵Chikam

ori et T
akasugi 

₁
︶
₁₄
︵

₉₈₅
︶︒
測
定
さ
れ
た
年
代
か
ら
考
え
る
と
︑
こ
の
地
の
居
住
が

す
く
な
く
と
も
数
百
年
前
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
推
定
さ
れ
る
︒

た
と
え
︑
そ
れ
が
連
続
的
な
居
住
を
示
す
も
の
で
は
な
い
に
し
て

も
︑
こ
の
地
に
長
年
に
わ
た
っ
て
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
た
の

は
何
故
だ
ろ
う
か
︒
わ
れ
わ
れ
が
お
こ
な
っ
た
考
古
学
的
生
態
学

的
調
査
の
結
果
は
︑
レ
ン
ネ
ル
島
に
お
け
る
居
住
が
効
果
的
な
生

態
学
的
適
応
過
程
の
結
果
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た︵
が

︶
₁₅

︑
そ

れ
だ
け
が
長
期
に
わ
た
る
人
々
の
居
住
を
可
能
に
し
た
わ
け
で
は

な
い
だ
ろ
う
︵
近
森₁₉₈₈

︶︒
人
が
そ
こ
に
住
ま
い
を
得
る
に
は
︑

そ
の
場
所
を
自
ら
の
も
の
と
す
る
世
界
空
間
が
つ
く
ら
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
︒
レ
ン
ネ
ル
語
の
家
屋
敷
や
父
系
親
族
集
団
を
指
す

マ
ナ
ハm

anaha

と
い
う
言
葉
は
︑
神
々
や
祖
先
に
ま
も
ら
れ
て

安
ん
じ
て
生
き
る
場
所
を
意
味
し
て
い
る
︒
そ
こ
に
は
祖
先
が
船

出
を
し
た
淵
源
の
地
と
必
然
的
な
つ
な
が
り
を
も
ち
︑
宇
宙
世
界

に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
意
識
の
総
体
が
求
め
ら
れ
た
︒
そ
の

た
め
に
屋
敷
地
は
船
の
櫂
の
形
に
か
た
ど
ら
れ
︑
半
円
形
の
屋
根

に
よ
っ
て
蒼
穹
を
表
し
︑
い
つ
で
も
神
々
を
迎
え
ら
れ
る
よ
う
な

天
空
の
世
界
の
似
姿
を
つ
く
り
出
し
た
の
で
あ
る
︒

₂
．
す
み
か

　

祭
祀
広
場
の
周
り
を
囲
む
丈
の
高
い
コ
コ
ヤ
シ
の
幹
が
真
っ
直

ぐ
に
伸
び
︑
そ
の
上
で
葉
の
茂
み
が
丸
天
井
の
よ
う
に
広
が
っ
て

い
る
︒
ひ
と
た
び
神
を
迎
え
る
儀
礼
が
始
ま
る
と
︑
屋
敷
の
空
間

は
一
転
し
て
神
聖
な
空
気
に
包
ま
れ
る
︒
首
長
の
住
居
は
儀
礼
が

お
こ
な
わ
れ
る
間
︑
ハ
イ
ト
ゥ
ン
ガhaʼ itunga

と
い
う
神
聖
さ

を
表
す
特
別
な
言
葉
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
︒
太
鼓
の
響
き
が

そ
の
空
間
を
一
杯
に
満
た
し
︑
祈
り
の
歌
声
が
天
空
に
向
か
っ
て

吸
い
込
ま
れ
る
よ
う
に
立
ち
登
る
︒

　
﹁
二
つ
の
語
り
歌
﹂
マ
コ
・
ヴ
ァ
エ
・
ル
ア
が
歌
わ
れ
て
︑
神

の
物
語
と
祖
先
の
歴
史
物
語
が
語
ら
れ
る
と
き
︑
歌
詞
も
リ
ズ
ム

も
メ
ロ
デ
ィ
ー
も
全
く
別
々
の
歌
が
渾
然
と
ひ
と
つ
に
な
っ
て
︑

神
々
の
住
ま
う
天
空
の
果
て
へ
︑
海
の
彼
方
の
祖
先
の
地
へ
と
ど

こ
ま
で
も
飛
翔
す
る
︒
祖
先
が
航
海
の
果
て
に
見
出
し
た
こ
の
場

所
が
︑
間
違
い
な
く
神
々
の
世
界
と
祖
先
の
地
に
つ
な
が
り
︑
自

ら
が
ま
さ
し
く
住
ま
う
所
で
あ
る
こ
と
を
確
信
さ
せ
る
︒
人
々
は

神
々
の
悠
久
な
世
界
と
世
代
を
遡
っ
て
数
え
ら
れ
る
歴
史
的
時
間

の
中
に
身
を
置
く
︒
ペ
セ
・
ア
・
カ
イ
ト
ゥ
の
口
承
歌
は
︑
こ
の

島
に
到
来
し
た
最
初
の
祖
先
は
何
世
代
前
の
こ
と
で
あ
っ
た
か
︑

ど
ん
な
出
来
事
が
あ
っ
た
か
︑
世
代
と
系
譜
に
よ
っ
て
偉
大
な
祖

先
の
事
績
を
た
ど
る
︒
語
り
︑
歌
い
︑
踊
る
も
の
た
ち
に
原
郷
と

四
〇
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の
つ
な
が
り
を
思
い
起
こ
さ
せ
ず
に
は
お
ら
れ
な
い
︒
こ
の
よ
う

に
天
空
の
神
々
の
世
界
と
海
の
果
て
に
あ
る
原
郷
の
︑
い
わ
ば
垂

直
線
と
水
平
線
の
結
ば
れ
る
所
︑
そ
こ
は
時
間
を
超
越
し
た
悠
久

の
空
間
と
世
代
を
重
ね
る
時
間
の
交
点
で
も
あ
る
︒
海
を
旅
し
て

き
た
も
の
は
そ
こ
に
﹁
す
み
か
﹂
の
象
徴
景
観
を
つ
く
り
上
げ
た

の
で
あ
る
︒

　

い
ま
︑
キ
リ
ス
ト
教
に
改
宗
し
︑
文
明
の
恩
恵
に
浴
す
る
よ
う

に
な
っ
た
の
と
引
き
換
え
に
︑
人
々
は
﹁
す
み
か
﹂
を
奪
わ
れ
た
︒

祈
り
の
歌
と
踊
り
も
失
わ
れ
よ
う
と
し
て
い
る
︒
た
ぐ
り
寄
せ
た

記
憶
の
糸
を
結
び
合
わ
せ
る
よ
う
に
し
て
演
じ
ら
れ
た
一
連
の
儀

礼
が
︑
昔
の
そ
れ
と
同
じ
で
あ
る
か
︑
も
は
や
︑
は
か
り
よ
う
が

な
い
︒
か
つ
て
民
族
学
の
対
象
で
あ
っ
た
も
の
が
︑
世
界
各
地
で

急
速
に
消
滅
し
て
い
る
︒
た
し
か
に
口
承
資
料
や
考
古
学
的
調
査

の
結
果
が
過
去
を
知
る
貴
重
な
手
が
か
り
を
与
え
て
く
れ
る
が
︑

わ
れ
わ
れ
が
求
め
る
も
の
は
失
わ
れ
た
事
象
︑
形
態
の
復
元
で
は

な
く
︑
人
類
文
化
の
も
つ
意
味
作
用
の
個
別
性
と
普
遍
性
を
知
る

こ
と
で
あ
っ
た
︒

　

人
は
い
か
に
住
ま
い
を
さ
だ
め
︑
す
み
か
を
築
く
の
か
︒
ど
の

よ
う
な
意
味
を
そ
こ
に
付
与
す
る
の
か
︒
な
ぜ
︑
そ
こ
が
か
け
が

え
の
な
い
場
所
に
な
る
の
か
︒
住
ま
う
こ
と
は
世
界
と
の
関
係
を

決
定
す
る
人
間
の
本
質
的
規
定
だ
か
ら
で
あ
る
︒

終
わ
り
に
―
チ
ン
チ
ン 

バ
ッ
ク
―

　

何
十
年
も
前
の
満
月
の
晩
︒
ニ
ウ
パ
ニ
村
で
ヤ
ム
イ
モ
の
収
穫

儀
礼
が
始
ま
ろ
う
と
し
た
と
き
だ
っ
た
︒
儀
礼
の
司
祭
者
テ
ゲ
タ

は
彼
の
義
父
に
当
る
最
高
首
長
タ
ウ
ポ
ン
ギ
に
向
か
っ
て
︑
い
き

な
り
﹁
ま
ぬ
け
な
タ
ウ
ポ
ン
ギ
！
﹂
と
の
の
し
り
︑
つ
づ
い
て

﹁
明
日
は
皆
そ
ろ
っ
て
イ
エ
ス
・
キ
リ
ス
ト
の
天
国
へ
行
こ
う
﹂

と
人
々
に
呼
び
か
け
た
の
だ
︒
翌
朝
︑
人
々
は
命
ぜ
ら
れ
る
ま
ま

に
︑
天
国
へ
出
掛
け
る
た
め
の
食
糧
を
用
意
し
て
︑
村
で
一
番
大

き
な
家
に
集
ま
っ
た
︒
天
国
に
着
い
た
ら
︑
白
人
の
神
キ
リ
ス
ト

が
木
綿
の
布
地
を
皆
に
渡
し
て
く
だ
さ
る
と
い
う
こ
と
だ
っ
た
︒

そ
の
家
は
大
勢
の
人
で
倒
れ
ん
ば
か
り
だ
っ
た
︒﹁
い
よ
い
よ
天

国
へ
出
発
す
る
︒
振
り
落
さ
れ
な
い
よ
う
に
し
っ
か
り
と
柱
に
つ

か
ま
れ
！
﹂
家
の
中
に
入
り
き
れ
な
い
も
の
に
は
︑
泣
き
わ
め
く

も
の
も
い
た
︒
人
々
を
詰
め
込
ん
だ
家
は
︑
い
っ
こ
う
に
空
中
に

舞
い
上
が
ろ
う
と
は
し
な
か
っ
た
が
︑
皆
ひ
た
す
ら
祈
り
を
捧
げ

た
︒
そ
う
し
て
い
る
う
ち
に
興
奮
は
高
ま
り
︑
人
々
は
貴
重
な
器

財
に
火
を
放
ち
は
じ
め
た
︒
村
の
家
屋
は
破
壊
さ
れ
︑
ヤ
シ
の
木

は
切
り
倒
さ
れ
た
︒
テ
ゲ
タ
は
神
に
人
肉
を
捧
げ
る
の
だ
と
云
っ

て
︑
イ
ン
ド
痘
の
病
人
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
棒
で
打
ち
殺
し
て
い
っ
た
︒

こ
の
血
し
ぶ
き
を
散
ら
し
た
集
団
狂
気
の
混
乱
の
中
で
︑
レ
ン
ネ

四
〇
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ル
の
人
々
は
キ
リ
ス
ト
教
を
受
け
入
れ
た
︒
そ
れ
は
一
九
一
〇
年

に
島
に
上
陸
を
試
み
た
三
人
の
宣
教
師
が
殺
害
さ
れ
て
か
ら
二
八

年
後
の
こ
と
で
あ
っ
た
︵
近
森₁₉₈₈

︶︒

　

そ
れ
か
ら
社
会
が
大
き
く
変
わ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
︑
ソ
ロ

モ
ン
諸
島
が
ひ
ろ
く
戦
場
に
な
っ
た
太
平
洋
戦
争
が
終
わ
り
︑
安

息
日
再
臨
派
教
会Seventh D

ay A
dventist M

ission

の
宣
教

師
が
レ
ン
ネ
ル
島
に
常
住
す
る
よ
う
に
な
っ
た
一
九
四
〇
年
代
以

降
の
こ
と
で
あ
る
︒
伝
統
的
な
家
屋
は
全
て
破
壊
さ
れ
︑
新
し
く

建
て
ら
れ
た
教
会
の
ま
わ
り
に
︑
そ
れ
を
取
巻
く
よ
う
に
家
々
が

集
め
ら
れ
た
︒
教
会
の
鐘
が
朝
に
夕
に
け
た
た
ま
し
く
叩
き
鳴
ら

さ
れ
︑
ミ
サ
に
︑
礼
拝
に
人
々
を
駆
り
出
し
た
︒
鐘
と
い
っ
て
も
︑

そ
れ
は
戦
争
時
の
大
砲
の
薬
莢
を
利
用
し
た
も
の
だ
っ
た
が
︑
そ

れ
に
よ
っ
て
人
々
の
行
動
は
季
節
や
天
候
に
よ
る
の
で
は
な
く
︑

時
刻
と
曜
日
に
支
配
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
教
会
で
は
レ
ン
ネ

ル
語
は
用
い
ら
れ
ず
︑
ピ
ジ
ン
英
語
︵
ソ
ロ
モ
ン
・
ピ
ジ
ン
︶
の

聖
書
に
よ
っ
て
説
教
が
行
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
聖
書
に
よ

る
規
範
だ
け
で
は
な
く
︑
教
会
が
独
自
の
ブ
ル
ー
・
ロ
ウ
︵
厳

法
︶
を
定
め
て
︑
食
生
活
か
ら
立
ち
振
る
舞
い
に
い
た
る
ま
で
︑

人
々
の
暮
ら
し
に
制
約
を
課
し
た
︒
大
切
な
食
糧
で
あ
っ
た
サ
メ

や
ウ
ナ
ギ
は
伝
統
的
な
宗
教
に
結
び
つ
い
て
い
る
と
い
う
理
由
で
︑

食
べ
る
こ
と
が
禁
じ
ら
れ
︑
若
者
に
入
れ
墨
を
施
す
こ
と
も
禁
じ

ら
れ
た
︒
伝
統
的
な
宗
教
や
価
値
観
に
触
れ
る
こ
と
は
一
切
が
悪

徳
と
さ
れ
︑
神
話
や
伝
承
を
語
る
こ
と
も
厳
し
く
戒
め
ら
れ
た
︒

そ
れ
ら
を
親
や
年
長
の
世
代
か
ら
伝
え
ら
れ
る
こ
と
も
な
い
ま
ま

に
育
っ
た
若
者
た
ち
が
多
く
な
る
に
し
た
が
い
︑
継
承
さ
れ
て
き

た
固
有
文
化
の
消
滅
が
急
速
に
進
ん
だ
︒

　

長
い
歴
史
の
な
か
で
つ
く
り
あ
げ
ら
れ
て
き
た
﹁
す
み
か
﹂
の

象
徴
景
観
が
人
々
の
心
に
︑
い
か
に
確
か
な
安
住
の
基
礎
を
与
え

て
き
た
こ
と
か
︒
そ
れ
を
失
っ
た
と
き
︑
多
く
の
人
々
は
村
を
離

れ
︑
金
銭
を
求
め
て
島
を
出
て
行
く
こ
と
に
な
っ
た
︒
賃
金
労
働

者
と
し
て
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
に
あ
る
ホ
ニ
ア
ラ
の
町
に
渡
り
︑
そ

こ
か
ら
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
や
フ
ィ
ジ
ー
の
都
会
に
向
か
っ︵
た

︶
₁₆

︒
島

の
人
口
は
急
激
に
減
少
し
︑
伝
統
文
化
の
み
な
ら
ず
︑
レ
ン
ネ
ル

語
の
継
承
さ
え
も
危
ぶ
ま
れ
る
事
態
と
な
っ
た
︒
彼
ら
は
神
々
や

祖
先
と
と
も
に
宇
宙
の
中
心
に
生
き
て
い
る
の
で
は
な
く
︑
も
は

や
︑
自
分
た
ち
が
世
界
の
片
隅
に
追
い
や
ら
れ
て
し
ま
っ
た
こ
と

を
思
い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
︒
ホ
ニ
ア
ラ
の
町
で
歌
わ
れ
る
ピ

ジ
ン
英
語
の
歌
に
は
︑﹁
す
み
か
﹂
を
喪
失
し
た
若
者
た
ち
の
心

の
表
現
を
う
か
が
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
が
数
々
あ
る
︒
そ
の
ひ

と
つ
︑﹁
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
ぶ
ら
つ
い
て
﹂
は
ホ
ニ
ア
ラ
の
町

で
い
ま
で
も
歌
わ
れ
て
い
る
曲
で
あ
る
︒

“Wakaboati long Saenatauni

”

四
〇
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 hed, kikim
 baketi enikaeni.

Ies iu laf hafsenis w
ara nating.

N
om

ata m
i dae long H

oniara.
Sam

ting m
i lus long taem

 long iu.
Bat supos iu ting long m

i. Iu m
as w

eit fo tu iia m
oa.

Rerem
 kam

 laet sikin long lelebet.
T

ingting baek long iu. Lusim
 hom

 long taem
.

T
u iia ova m

i no lukim
 iu. D

astaw
e m

i no laekem
 iu.

M
an i krangge, krangge hed lusim

 m
ani.

　
﹁
チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
ぶ
ら
つ
い
て
﹂

チ
ャ
イ
ナ
タ
ウ
ン
を
ぶ
ら
つ
い
た
よ
︒
角
を
曲
が
っ
た
と
こ
ろ

だ
よ
︒

首
を
振
っ
て
︑
思
い
切
り
バ
ケ
ツ
を
蹴
飛
ば
し
て
や
っ
た
よ
︒

う
ん
︑
お
前
は
笑
う
だ
ろ
う
︒
水
も
入
っ
て
い
な
い
︑
た
だ
の

バ
ケ
ツ
さ
︒

ホ
ニ
ア
ラ
の
町
で
俺
は
死
ん
で
し
ま
う
か
も
し
れ
な
い
よ
︒

お
前
と
別
れ
て
ず
い
ぶ
ん
時
が
た
っ
て
し
ま
っ
た
よ
︒

で
も
ね
︑
お
前
は
俺
を
忘
れ
な
い
︒
お
前
は
い
ま
で
も
俺
を
思

っ
て
く
れ
て
い
る
か
い
︒

そ
う
︑
二
年
も
待
っ
て
い
て
く
れ
て
る
ん
だ
︒

チ
ン
チ
ン
・
バ
ッ
ク
︒
俺
は
君
を
思
い
だ
す
︒
家
を
離
れ
た
昔

を
思
い
出
す
︒

お
前
と
離
れ
て
二
年
も
た
っ
て
し
ま
っ
た
よ
︒

俺
は
な
ん
て
ア
ホ
な
ん
だ
︒
な
ん
て
ア
ホ
な
ん
だ
︒

あ
ぁ
︑
お
い
ら
の
財
布
は
ス
ッ
カ
ン
ピ
ン
︒

︵
近
森
記
載
一
九
七
五
年
︶

文
献

Birket-Sm
ith, K

aj. ₁₉₅₆ 

“An E
thnological Sketch of R

ennell 
Island -A

 Polynesian O
utlier in M

elanesia

” I kom
m

ission 
hos M

unksgaard, D
enm

ark
Burrow

s, E. ₁₉₃₆ 

“Ethnology of Futuna

” Bernice P. Bishop 
M

useum
 Bulletin N

o.  ₁₃₈ H
onolulu　

近
森　

正　

₂₀₁₆　
﹁
ポ
リ
ネ
シ
ア
口
承
音
楽
の
変
容
―
北
部
ク
ッ
ク

諸
島
の
詠
唱
歌
と
朗
唱
歌
﹂﹃
史
学
﹄
₈₆
巻
₃
号

近
森　

正　

₂₀₁₂　
﹃
サ
ン
ゴ
礁
と
人
間
―
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
フ
ィ
ー
ル

ド
ノ
ー
ト
﹄
慶
応
義
塾
大
学
出
版
会

近
森　

正　

₁₉₈₈　
﹃
サ
ン
ゴ
礁
の
民
族
考
古
学
―
レ
ン
ネ
ル
島
の
文

化
と
適
応
﹄
雄
山
閣
出
版

Chikam
ori, M

. ₁₉₈₅ 

“The Changing pattern of Fishing A
ctiv-

ities on R
ennell Island, Solom

on Islands

” ︵T
raditional 

Fishing in the Pacific

︶ Pacific A
nthropological Records. 

N
o.  ₇, Bernice P. Bishop M

useum
, H

onolulu, H
aw

aii
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近
森　

正　

₁₉₇₅　
﹁
レ
ン
ネ
ル
島
の
住
居
―
過
去
と
現
在
―
﹂﹃
都
市

住
宅
﹄₇₅₉₀

第
₉₅
号　

Chikam
ori, M

. ₁₉₇₄ 

“The E
arly Polynesian Settlem

ent on 
R

ennell Island, British Solom
on Islands Protectorate

” Oc-
casional Papers of the D

ept. of A
rchaeology and Ethnol-

ogy, K
EIO

 U
niversity N

o.  ₁
Chikam

ori, M
. et. T

akasugi, H
. ₁₉₈₅ 

“Archaeology on R
en-

nell Island

” O
ccasional Papers of the D

ept. of A
rchaeol-

ogy and Ethnology, K
EIO

 U
niversity N

o.  ₅
Firth,R. ₁₉₈₅ 

“Tikopia-E
nglish D

ictionary T
aranga Faka-

tikopia M
a T

aranga Fakainglisi

” A
uckland U

niversity 
Press. N

ew
 Zealand

H
enry, T

. ₁₉₂₈ 

“Ancient T
ahiti

” Bernice P. Bishop M
useum

 
Bulletin  ₄₈ 

伊
藤
清
司　

₁₉₇₈　
﹃
レ
ン
ネ
ル
島
の
説
話
と
他
界
観
﹄
慶
応
義
塾
大

学
文
学
部
民
族
学
・
考
古
学
研
究
室
小
報　

N
o.  ₃

Jacson, G.  ₂₀₀₁ 

“Tuvaluan D
ictionary

”. Fiji

折
口
信
夫　

₁₉₇₅　
﹁
大
嘗
祭
の
本
義
﹂﹁
新
嘗
と
東
歌
﹂﹃
折
口
信
夫

全
集
﹄
第
₃
︑
₁₆
巻　

中
央
公
論
社

Science 

︵no nam
e

︶ ₁₉₃₄ 

“The T
em

pleton Crocker E
xpedi-

tion to the Solom
on Islands

” SCIEN
CE V

ol.  ₇₉ N
o.  ₂₀₅₀

瀬
良
重
夫　

₁₉₇₉　
﹃
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
レ
ン
ネ
ル
島
に
お
け
る
人
口
と

マ
ナ
ハ
に
つ
い
て
﹄
慶
應
義
塾
大
学
文
学
部
民
族
学
・
考
古
学
研
究

室
小
報
₄

註︵
₁
︶　

レ
ン
ネ
ル
島
は
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
南
東
の
端
︑
ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル

島
の
南
１８０
㎞
に
在
る
︒
島
は
急
峻
な
隆
起
崖
が
海
面
か
ら
屹
立
す

る
隆
起
サ
ン
ゴ
礁
で
︑
住
民
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
を
話
す
︑
ソ
ロ
モ

ン
諸
島
で
最
も
小
さ
な
民
族
集
団
︒
人
口
約
一
一
〇
〇
人
︒
太
平

洋
の
中
央
︑
ハ
ワ
イ
諸
島
︑
イ
ー
ス
タ
ー
島
︑
ニ
ュ
ジ
ー
ラ
ン
ド

を
頂
点
と
す
る
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
文
化
圏
か
ら
遠
く
離
れ
て
散
ら
ば

る
ポ
リ
ネ
シ
ア
・
ア
ウ
ト
ラ
イ
ア
ー
の
ひ
と
つ
で
あ
る
︒
島
の
地

図
︑
写
真
な
ど
は
文
献
︵
近
森₁₉₈₈, Chikam

ori ₁₉₈₅, Chika-
m

ori ₁₉₇₄

な
ど
︶
参
照
︒

︵
₂
︶　

日
常
の
空
間
が
神
聖
な
空
間
に
切
り
替
わ
る
と
︑
儀
礼
の
場
に

女
性
と
子
供
た
ち
は
立
ち
入
る
こ
と
が
許
さ
れ
な
い
︒

︵
₃
︶　

今
日
︑
レ
ン
ネ
ル
の
人
々
は
ウ
ク
レ
レ
や
ギ
タ
ー
を
巧
み
に
演

奏
し
︑
教
会
が
ミ
サ
を
報
せ
る
の
に
割
れ
目
太
鼓
を
用
い
る
の
に
︑

伝
統
的
な
楽
器
と
し
て
は
︑
板
太
鼓
が
唯
一
の
も
の
で
あ
っ
た
と

い
う
の
は
不
思
議
な
く
ら
い
で
あ
る
︒
伝
承
で
は
ホ
ラ
貝
の
ト
ラ

ン
ペ
ッ
ト
が
あ
っ
た
こ
と
を
示
唆
す
る
が
︑
そ
れ
は
報
知
に
用
い

ら
れ
る
だ
け
で
あ
っ
た
︒
ま
た
︑
枝
に
糸
を
張
っ
て
︑
そ
れ
を
口

に
あ
て
て
音
を
響
か
せ
る
口
琴
が
あ
る
が
︑
こ
れ
は
子
供
の
遊
び

に
し
か
使
わ
れ
な
い
︒

︵
₄
︶　

踊
り
を
表
す
語
と
し
て
︑
レ
ン
ネ
ル
語
に
は
マ
コm

ako

が
あ

る
が
︑
そ
れ
は
踊
り
の
歌
を
意
味
し
︑
踊
り
だ
け
を
指
す
の
で
は

な
い
︒
同
じ
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
系
の
プ
カ
プ
カ
語
で
は
︑
マ
コ

m
ako

は
詠
唱
歌
を
意
味
す
る
︵
近
森₂₀₁₆

︶︒

︵
₅
︶　

ペ
セpese

は
サ
モ
ア
語
を
は
じ
め
︑
チ
コ
ピ
ア
語
︑
ツ
バ
ル

語
︑
シ
カ
イ
ア
ナ
語
な
ど
西
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
圏
で
共
通
す
る
︒
ラ
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ロ
ト
ン
ガ
語
︑
ツ
ア
モ
ツ
語
な
ど
東
ポ
リ
ネ
シ
ア
語
圏
で
はpehe

と
な
る
が
︑
と
も
に
歌
︑
歌
う
こ
と
を
意
味
す
る
︒

︵
₆
︶　

折
口
信
夫
は
天
つ
神
の
命
に
よ
っ
て
稲
を
作
り
︑
神
に
献
ず
る

食お
す

国く
に

の
ま
つ
り
ご
と
に
つ
い
て
論
じ
︑
食
国
と
は
神
の
召
し
上
が

る
も
の
を
作
る
国
を
原
義
と
し
︑
そ
こ
か
ら
天
皇
が
統
治
す
る
国

の
意
が
派
生
し
た
と
し
て
い
る
︵
折
口₁₉₇₅

︶︒

︵
₇
︶　

祖
霊
は
サ
ア
マ
ト
ゥ
アsaʼ a m

aatua

と
呼
ば
れ
︑
屋
敷
の
通

路
ア
ガ
シ
ガ
の
外
側
に
配
さ
れ
た
小
さ
な
基
壇
を
も
つ
墓
に
祀
ら

れ
る
︒
収
穫
儀
礼
に
際
し
て
そ
の
墓
に
も
供
え
物
が
捧
げ
ら
れ
る
︒

死
者
の
霊
魂
は
海
上
の
道
︑
あ
る
い
は
地
下
の
道
を
通
っ
て
ポ
ウ

ン
ギpooʼ ungi

つ
ま
り
地
下
世
界
に
至
り
︑
祖
霊
ア
タʼ ata

に
な

っ
て
天
空
の
神
の
世
界
を
志
向
す
る
︒
神
々
に
受
け
入
れ
ら
れ
た

祖
霊
は
神
と
人
と
の
仲
立
ち
を
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
︑
世
代
を
数

え
る
時
間
か
ら
解
き
放
た
れ
て
︑
超
時
間
的
世
界
を
生
き
続
け
る

こ
と
に
な
る
︒

　
　

レ
ン
ネ
ル
に
は
ポ
リ
ネ
シ
ア
の
各
地
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
︑
神

が
人
間
を
生
ん
だ
と
い
う
伝
承
が
み
ら
れ
な
い
︒
系
譜
を
さ
か
の

ぼ
っ
て
い
っ
て
も
辿
り
つ
く
先
は
創
始
祖
先
カ
イ
ト
ゥ
に
止
ま
り
︑

神
に
つ
な
が
る
と
い
う
こ
と
は
な
い
︒
ま
た
︑
ポ
リ
ネ
シ
ア
神
話

に
特
徴
的
な
天
地
開
闢
神
話
も
み
ら
れ
な
い
︵
近
森 ₁₉₈₈, 
近
森 

₂₀₁₂

︶︒

︵
₈
︶　

普
段
︑
森
の
道
を
歩
い
て
い
る
時
や
︑
漁
に
出
た
と
き
な
ど
︑

突
如
︑
神
が
現
れ
る
こ
と
が
あ
る
︒
そ
れ
は
危
険
極
ま
り
な
い
こ

と
で
あ
る
︒
神
に
命
を
奪
わ
れ
た
り
︑
魂
を
と
ら
れ
た
り
す
る
︒

わ
れ
わ
れ
が
調
査
中
︑
オ
オ
コ
ウ
モ
リ
の
羽
音
が
突
然
︑
聞
こ
え

た
時
︑
同
行
し
て
い
た
島
の
男
た
ち
が
﹁
ア
ト
ゥ
ア︵
神
︶！
﹂
と

叫
ん
で
︑
恐
怖
に
身
を
伏
せ
た
こ
と
が
あ
っ
た
︒
神
は
さ
だ
め
ら

れ
た
場
所
で
︑
正
し
い
儀
礼
的
な
手
続
き
で
迎
え
て
こ
そ
︑
恩
恵

と
庇
護
が
与
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
︒

︵
₉
︶　

ビ
ル
ケ
ッ
ト
・
ス
ミ
ス
は
テ
ン
ガ
ノ
湖
の
近
く
の
森
の
中
に
︑

テ
・
ハ
ウ
グ
ア
と
い
う
聖
所
が
あ
っ
て
︑
長
さ
₄
・₂₅
ｍ
の
神
が
乗

る
神
聖
な
カ
ヌ
ー
が
祀
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
記
述
し
て
い
る
が
︑

屋
敷
の
形
は
そ
の
カ
ヌ
ー
の
櫂
を
表
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
︒ 

︵Birket-Sm
ith ₁₉₅₆

︶︒
ま
た
︑
伊
藤
清
司
が
調
査
中
に
テ

ィ
ン
ゴ
ア
村
の
マ
ア
カ
ス
と
い
う
男
に
依
頼
し
て
作
ら
せ
た
テ
ハ

イ
ン
ガ
ア
ト
ゥ
ア
神
の
依
り
代
と
す
る
木
製
品
は
一
本
が
棍
棒
状

の
も
の
で
︑
他
の
二
本
が
長
さ
₅₀
㎝
ほ
ど
の
櫂
の
形
を
し
て
い
る

︵
伊
藤₁₉₇₈

︶︒
図
₅︲

ｇ
︑ｈ
︑ｉ
参
照
︒

︵
₁₀
︶　

テ
ン
プ
ル
ト
ン
・
ク
ロ
ッ
カ
ーT

em
pleton Crocker

氏
の

所
有
す
る
ス
ク
ー
ナ
ー
︑
ザ
カzaka

号
に
よ
っ
て₁₉₃₃

年
に
実

施
さ
れ
た
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
探
検
調
査
は
︑
ク
ロ
ッ
カ
ー
を
リ
ー

ダ
ー
と
し
て
西
太
平
洋
衛
生
局
の
ラ
ン
バ
ー
トSylvester 

M
.Lam

bert

︑
ハ
ワ
イ
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館
の
民
族
学
者
マ
ク

リ
ー
ガ
ーGordon M

acGregar

ら
医
学
︑
民
族
学
︑
自
然
史
な

ど
の
研
究
者
七
人
に
よ
っ
て
お
こ
な
わ
れ
た
︒
収
集
さ
れ
た
大
量

の
昆
虫
︑
植
物
︑
魚
類
︑
貝
類
な
ど
の
標
本
と
と
も
に
写
真
︑
ス

ケ
ッ
チ
な
ど
は
ハ
ワ
イ
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館
︑
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ

ア
学
術
院
︑
ケ
ン
ブ
リ
ッ
ジ
大
学
な
ど
に
収
納
さ
れ
た
︵Science 

₁₉₃₄

︶︒
図
₁₀︲

ａ
︑ｂ
は
わ
れ
わ
れ
の
住
居
跡
の
発
掘
結
果
に
も
と

づ
い
て
︑
ハ
ワ
イ
の
ビ
シ
ョ
ッ
プ
博
物
館
資
料
室
に
保
管
さ
れ
て

い
る
写
真
を
参
考
に
復
元
を
試
み
た
︒
小
屋
組
み
の
構
造
に
つ
い

て
は
試
案
で
あ
る
︒
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︵
₁₁
︶　

サ
ン
ゴ
礁
の
島
に
は
石
斧
を
作
る
材
料
で
あ
る
火
成
岩
が
存
在

し
な
い
の
で
︑
固
化
し
た
シ
ャ
コ
ガ
イ
の
堅
い
化
石
が
そ
れ
に
代

わ
る
も
の
と
し
て
利
用
さ
れ
た
興
味
深
い
遺
物
で
あ
る
︒

︵
₁₂
︶　

今
日
︑
父
系
出
自
を
た
ど
っ
て
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が
出
来
る
最

も
古
い
集
団
と
し
て
ニ
テ
ニ
︵niteni

︶︑
カ
グ
ア
︵kangua

︶︑

カ
ア
バ
︵kaaba

︶︑
マ
タ
ン
ギ
︵m

atangi

︶︑
ル
グ
︵lungu

︶︑

テ
ハ
イ
タ
ヘ
︵tehaitahe

︶︑
ヌ
ク
ボ
サ
ア
︵nukubosaa

︶︑
セ

ゲ
ナ
︵sengena
︶︑
テ
バ
ア
マ
グ
︵teabam

angu

︶︑
バ
イ
ト
ゥ

プ
︵vaitupu

︶︑
ニ
ウ
パ
ニ
︵niupani

︶︑
テ
ガ
ノ
︵tengano

︶

の
₁₂
の
父
系
の
小
出
自
集
団
︵
マ
ナ
ハm

anaha

︶
が
数
え
ら
れ

る
が
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
首
長
の
間
に
地
位
の
上
下
関
係
が
な
い
︒
そ

れ
ら
を
統
合
す
る
最
高
首
長
と
い
う
よ
う
な
タ
イ
ト
ル
も
み
ら
れ

な
い
︒
小
集
団
の
自
立
性
が
維
持
さ
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
考
え

ら
れ
る
こ
と
は
︑
各
集
団
が
個
別
に
す
べ
て
の
資
源
の
利
用
を
可

能
に
す
る
よ
う
な
条
件
が
あ
っ
た
た
め
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒
農

耕
地
が
島
の
内
陸
部
に
一
様
に
分
布
し
︑
漁
労
活
動
の
た
め
に
利

用
さ
れ
る
海
岸
線
も
各
集
団
が
個
別
に
保
有
し
て
い
る
︒
一
つ
の

氏
族
と
し
て
︑
と
も
に
創
始
祖
先
カ
イ
ト
ゥ
に
た
ど
る
こ
と
が
で

き
る
緩
や
か
な
紐
帯
を
た
も
ち
つ
つ
︑
そ
れ
ぞ
れ
の
小
集
団
が
独

立
し
︑
規
模
の
大
き
な
︑
階
層
化
し
た
社
会
へ
の
発
達
が
制
限
さ

れ
て
き
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
︒︵
近
森₁₉₈₈

︶︒

︵
₁₃
︶　

古
代
タ
ヒ
チ
に
お
い
て
も
︑
規
模
の
大
き
な
マ
ラ
エ
︵
マ
ラ

エ
・
ア
リ
イm

arae ariʼ i

︶
に
対
し
て
︑
規
模
の
小
さ
な
家
族
マ

ラ
エ
︵
マ
ラ
エ　

ト
ゥ
プ
ナm

arae tupuna

︶
が
あ
る
が
︑
そ
れ

は
規
模
の
大
き
さ
に
よ
る
違
い
で
は
な
く
︑
社
会
の
階
層
化
が
進

み
︑
神
聖
な
首
長
の
社
会
統
合
の
レ
ベ
ル
が
上
昇
す
る
に
つ
れ
て
︑

規
模
の
大
き
な
マ
ラ
エ
の
建
設
が
お
こ
な
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た

結
果
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
︒

︵
₁₄
︶　M

atangi, Loc.  ₁₈:  ₄₅₀±
₆₅BP. on half life of ₅₇₃₀ yrs, 

 ₄₃₅±
 ₆₀ BP. on half life of ₅₅₆₈yrs

︵N
︲₃₉₆₃

︶

　
　

M
agam

aʼ ubea, Loc.  ₁:  ₆₄₀
 

±
 ₁₁₅ BP. on half life of ₅₇₃₀ 

yrs,  ₆₂₀±
 ₁₁₀ BP. on half life of ₅₅₆₈ yrs

︵N
︲₃₉₆₁

︶

︵
₁₅
︶　

わ
れ
わ
れ
の
考
古
学
的
調
査
は
こ
の
島
の
初
期
居
住
が
ラ
ピ
タ

期
の
後
期
︑
紀
元
前
１５０
年
に
遡
り
︑
そ
の
永
い
居
住
史
の
な
か
で

海
岸
域
か
ら
内
陸
に
効
果
的
な
生
態
学
的
適
応
を
遂
げ
た
こ
と
を

明
ら
か
に
し
た
︵Chikam

ori ₁₉₈₅, 

近
森 ₁₉₈₈

︶︒

︵
₁₆
︶　

ガ
ダ
ル
カ
ナ
ル
島
の
ホ
ニ
ア
ラ
に
は
太
平
洋
戦
争
の
時
に
激
し

い
戦
争
の
あ
っ
た
海
岸
に
︑
軍
需
品
の
ト
タ
ン
板
や
コ
ル
ゲ
ー
ト

板
を
使
っ
て
商
店
が
建
て
ら
れ
︑
ヤ
シ
林
に
沿
っ
て
並
ぶ
商
業
地

が
で
き
た
︒
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
の
各
地
か
ら
さ
ま
ざ
ま
な
部
族
出
身

者
が
集
ま
っ
て
来
て
︑
部
族
同
士
の
衝
突
も
度
々
あ
っ
た
︒
英
領

ソ
ロ
モ
ン
の
植
民
地
行
政
府
も
そ
こ
に
お
か
れ
︑
一
九
七
八
年
に

独
立
し
て
か
ら
は
ソ
ロ
モ
ン
諸
島
国
の
首
都
に
な
っ
た
︒

︵
亡
き
伊
藤
清
司
先
生
の
學
恩
に
感
謝
し
︑
島
の
日
々
の
瀬
良
重
夫
君

を
偲
び
つ
つ
︒
二
〇
一
九
年
三
月
稿
︶


