
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
「
先
住
民
」
の
定
義
と
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メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
「
地
元
民
」ゆロロ

陣

野

美

帆

【
要
約
】
　
メ
キ
シ
コ
の
首
都
メ
キ
シ
コ
市
に
は
、
約
三
〇
〇
も
の
旧
先
住
民
村
落
が
存
在
し
て
い
る
。
し
か
し
現
在
は
市
街
地
と
な
っ
て
お
り
、
旧
来
の

住
人
だ
け
で
な
く
、
元
々
縁
の
な
か
っ
た
外
来
者
も
居
住
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
他
者
と
の
相
互
関
係
に
お
い
て
、
旧
来
の
住
人
に
は
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ

（
地
響
民
）
」
と
い
う
自
称
が
生
ま
れ
た
。
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
に
は
固
有
の
組
織
や
価
値
観
が
あ
り
、
そ
れ
は
、
事
事
が
以
前
調
査
し
た
オ
ア
バ
カ
州
の
先

住
民
村
落
の
人
々
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
は
「
先
住
民
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
く
、
そ
の

よ
う
に
自
称
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
こ
へ
今
世
紀
に
入
っ
て
、
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
し
と
い
う
呼
称
が
彼
ら
を
指
す
用
語
と
し
て
使
わ
れ
始
め
た
。
そ
し
て

現
在
、
急
速
に
自
称
の
一
つ
と
も
な
り
つ
つ
あ
る
。
そ
の
プ
ロ
セ
ス
を
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
「
先
住
民
」
や
「
民
族
集
団
」
の
定
義
と
絡
め
な
が
ら
論

じ
た
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
史
林
九
四
巻
一
号
　
二
〇
一
一
年
一
月

は
　
じ
　
め
　
に

　
ひ
と
つ
の
国
家
の
な
か
に
複
数
の
「
民
族
集
団
」
が
存
在
す
る
の
が
普
通
で
あ
る
が
、
国
家
や
研
究
者
に
よ
る
「
民
族
集
団
」
の
定
義
は
さ

ま
ざ
ま
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
ら
の
定
義
と
当
事
者
の
考
え
が
ず
れ
て
い
る
こ
と
も
よ
く
あ
る
。
一
方
で
、
他
者
に
よ
る
同
定
が
当
事
者
の
意

識
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
こ
と
も
事
実
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

　
現
代
の
メ
キ
シ
コ
で
は
、
ど
の
よ
う
な
人
々
が
「
先
住
民
」
や
「
○
○
人
」
と
さ
れ
て
い
る
の
か
。
今
の
段
階
で
「
先
住
民
」
で
な
く
て
も
、
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将
来
そ
の
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
入
る
可
能
性
の
あ
る
人
々
は
い
る
の
か
。
あ
る
い
は
、
新
た
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
や
呼
称
が
生
ま
れ
る
可
能
性
が
あ
る
の

か
。　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

　
本
稿
で
は
、
メ
キ
シ
コ
の
首
都
メ
キ
シ
コ
市
の
行
政
変
更
や
拡
大
に
よ
っ
て
そ
の
内
部
の
み
込
ま
れ
た
、
旧
先
住
民
村
落
の
人
々
を
例
に
、

オ
ア
バ
カ
州
の
一
先
住
民
村
落
と
比
較
し
な
が
ら
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
論
じ
て
い
く
。

①
　
現
在
の
文
化
人
類
学
で
は
、
少
な
く
な
く
と
も
メ
キ
シ
コ
の
民
族
集
団
に
関
し

　
て
、
「
○
○
族
」
と
い
う
表
記
は
使
わ
れ
ず
、
「
○
○
人
」
と
い
う
の
が
一
般
的
で

　
あ
る
。

第
【
章
　
現
代
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
「
先
住
民
」

②
本
稿
で
は
メ
キ
シ
コ
連
邦
区
（
竃
Φ
誉
ρ
望
ω
巳
8
閃
①
号
門
巴

　
と
す
る
。
現
在
一
六
の
区
（
α
Φ
δ
ひ
Q
碧
δ
コ
）
が
あ
る
。

第
｝
節
　
現
代
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
「
先
住
民
」
お
よ
び
「
民
族
集
団
」
の
定
義

を
メ
キ
シ
コ
市

　
著
者
が
フ
ィ
ー
ル
ド
と
し
て
い
る
現
代
の
メ
キ
シ
コ
に
は
、
「
先
住
民
」
、
国
家
公
用
語
の
ス
ペ
イ
ン
語
で
は
「
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
ぎ
象
ひ
q
Φ
冨
」

と
呼
ば
れ
る
人
々
が
、
二
〇
〇
五
年
の
統
計
で
は
七
六
〇
一
万
人
存
在
す
る
と
さ
れ
る
。
メ
キ
シ
コ
の
国
立
調
査
機
関
で
あ
る
H
窯
懇
丹
（
国
立

統
計
地
理
情
報
院
）
が
あ
げ
て
い
る
こ
の
数
字
は
、
五
歳
以
上
で
何
ら
か
の
先
住
民
言
語
の
話
者
人
口
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
れ
は
メ
キ
シ
コ
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

五
歳
以
上
の
人
口
の
六
・
六
％
に
あ
た
る
。
し
か
し
、
「
先
住
民
」
す
べ
て
に
共
通
す
る
文
化
要
素
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
仲
間
意
識
が
あ
る

わ
け
で
も
な
い
。
で
は
「
民
族
集
団
（
ひ
q
毎
唱
。
Φ
9
8
）
」
は
ど
う
か
。
現
在
メ
キ
シ
コ
で
は
、
民
族
言
語
集
団
を
ほ
ぼ
民
族
集
団
と
し
て
あ
つ

か
っ
て
い
る
。
ス
ペ
イ
ン
語
以
外
に
先
住
民
系
の
書
語
が
、
グ
ア
テ
マ
ラ
か
ら
の
移
民
が
も
た
ら
し
た
も
の
も
入
れ
て
六
二
以
上
あ
る
と
さ
れ
、

ミ
シ
ュ
テ
コ
語
使
用
者
は
ミ
シ
ュ
テ
コ
人
、
マ
サ
テ
コ
語
使
用
者
は
マ
サ
テ
コ
人
と
し
て
統
計
上
数
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
れ
は
あ
く
ま
で

も
便
宜
上
そ
う
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
こ
の
方
法
で
は
、
あ
る
先
住
民
系
言
語
話
者
は
先
住
民
、
同
時
に
あ
る
民
族
集
団
の
一
員
と
し
て
数
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え
ら
れ
、
そ
の
子
ど
も
で
学
校
教
育
の
影
響
や
都
市
へ
の
移
住
等
に
よ
っ
て
先
住
民
系
の
書
語
を
話
さ
な
く
な
っ
た
者
は
、
統
計
上
先
住
民
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

も
民
族
集
団
に
も
属
さ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
「
○
○
人
」
と
い
う
カ
テ
ゴ
リ
ー
は
、
基
本
的
に
は
雷
語
集
団
で
あ
る
。

　
ま
た
、
次
の
よ
う
な
問
題
も
あ
る
。
「
0
0
語
」
と
い
っ
て
も
そ
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
隔
た
り
は
大
き
い
。
す
な
わ
ち
、
六
二
の
先
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

懸
絶
語
は
、
一
〇
〇
と
数
え
る
こ
と
も
、
二
〇
〇
、
あ
る
い
は
そ
れ
以
上
と
数
え
る
こ
と
も
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
う
し
た
状
況
は

言
う
ま
で
も
な
い
が
世
界
中
に
共
通
す
る
こ
と
で
、
日
本
列
島
で
使
わ
れ
て
い
る
言
語
も
「
日
本
語
」
で
な
く
、
東
北
語
、
東
京
語
、
関
西
語

…
…
と
名
付
け
る
こ
と
も
で
き
る
し
、
関
西
語
を
細
分
化
し
て
、
神
戸
語
、
淡
路
語
、
大
阪
語
、
京
都
語
…
…
と
名
付
け
る
こ
と
も
、
ま
た
そ

れ
ら
を
さ
ら
に
細
分
化
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
メ
キ
シ
コ
の
よ
う
に
、
基
本
的
に
は
使
用
言
語
に
基
づ
い
て
民
族
集
団
の
名
や
数
を
決
め
る
の

で
あ
れ
ば
、
使
用
言
語
名
を
細
分
化
す
る
に
し
た
が
っ
て
民
族
集
団
の
数
を
増
や
す
こ
と
も
理
屈
の
上
で
は
可
能
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
統
計
上
、
「
先
住
民
」
あ
る
い
は
、
あ
る
民
族
集
団
の
成
員
と
し
て
数
え
ら
れ
て
い
る
人
々
が
、
そ
の
よ
う
な
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
持
っ

て
い
る
か
ど
う
か
は
場
合
に
よ
る
。
他
者
と
の
関
係
に
お
い
て
、
そ
れ
を
強
く
意
識
し
て
い
る
人
々
や
、
さ
ら
に
そ
れ
を
お
も
に
権
利
擁
護
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

獲
得
に
向
け
た
社
会
運
動
に
つ
な
げ
て
い
る
人
々
も
い
る
。
一
方
で
、
後
述
の
よ
う
に
、
「
先
住
民
」
や
「
○
○
人
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
こ
と

は
知
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
は
当
事
者
の
意
識
や
日
常
生
活
に
ほ
と
ん
ど
関
係
が
な
い
と
い
う
場
合
も
あ
る
。
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第
二
節
　
都
市
の
メ
キ
シ
コ
先
住
民

　
（
一
）
　
他
州
か
ら
流
入
し
た
人
々

　
メ
キ
シ
コ
の
「
先
住
民
」
は
現
在
、
ど
こ
に
居
住
し
て
い
る
の
か
。
農
村
部
だ
け
で
な
く
、
都
市
部
に
も
居
住
し
て
い
る
。
と
く
に
メ
キ
シ

コ
経
済
の
高
度
成
長
期
が
始
ま
っ
た
一
九
四
〇
年
代
以
降
、
首
都
メ
キ
シ
コ
市
を
中
心
と
し
た
都
市
部
に
多
く
の
先
住
民
が
農
村
部
か
ら
移
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

し
た
。
そ
し
て
、
多
く
の
場
合
は
移
住
し
た
そ
の
時
点
で
都
市
の
周
縁
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
居
住
し
た
。
さ
ら
に
、
移
住
先
で
次
世
代
が
生
ま
れ

た
。
そ
れ
が
現
在
、
メ
キ
シ
コ
市
と
そ
の
周
辺
を
含
む
メ
キ
シ
コ
市
大
都
市
圏
（
N
O
爵
ζ
貫
8
。
幽
き
9
。
α
Φ
一
見
Ω
鼠
巴
脅
ζ
露
8
）
の
人
口
が
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⑥

約
二
千
万
人
に
も
な
っ
た
大
き
な
要
因
の
ひ
と
つ
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
「
先
住
民
」
の
次
世
代
は
、
も
し
先
住
民
系
の
言
語
を
失
っ
て
い
れ

ば
、
も
は
や
統
計
上
は
「
先
住
民
」
で
は
な
い
。
す
な
わ
ち
、
メ
キ
シ
コ
市
は
、
一
世
代
や
二
世
代
さ
か
の
ぼ
れ
ば
「
先
住
民
」
で
あ
っ
た

「
市
民
」
が
大
勢
い
る
の
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
人
は
民
族
衣
装
な
ど
を
着
て
い
な
い
限
り
、
見
か
け
で
は
先
住
民
か
そ
う
で
な
い
か
は
わ
か
ら

な
い
。
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
よ
う
に
白
人
が
先
住
民
を
保
護
区
に
追
い
や
り
、
現
在
に
い
た
る
ま
で
多
く
の
先
住
民
が
見
る
か
ら
に
肌
の
色
や

顔
つ
き
が
異
な
る
、
と
い
う
成
り
行
き
と
メ
キ
シ
コ
の
歴
史
は
異
な
る
。
メ
キ
シ
コ
は
露
訳
〇
〇
年
前
に
征
服
・
植
民
地
化
さ
れ
、
そ
の
時
以

来
混
血
も
進
ん
で
き
た
。
そ
の
た
め
、
経
済
的
な
上
層
部
を
占
め
、
い
わ
ゆ
る
西
洋
的
な
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
送
る
メ
キ
シ
コ
人
に
も
、
祖
先

を
た
ど
れ
ば
ど
こ
か
で
先
住
民
と
の
混
血
が
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
は
珍
し
く
な
い
。

　
他
州
か
ら
メ
キ
シ
コ
市
に
流
入
し
た
先
住
民
の
、
メ
キ
シ
コ
市
に
お
け
る
社
会
関
係
や
、
政
治
関
係
、
生
存
戦
略
等
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま

で
も
文
化
人
類
学
や
、
社
会
学
的
な
研
究
業
績
が
出
さ
れ
て
き
た
。
従
来
の
人
類
学
や
社
会
学
の
研
究
で
は
、
農
村
か
ら
の
大
量
の
人
ロ
流
入

や
貧
困
、
環
境
汚
染
問
題
と
い
っ
た
、
都
市
の
不
均
衡
な
側
面
を
積
極
的
に
取
り
上
げ
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
た
め
、
先
住
民
を
は
じ
め
と
す

る
社
会
の
周
縁
的
地
位
に
置
か
れ
た
人
々
が
研
究
対
象
と
な
る
こ
と
が
多
い
。
た
と
え
ば
、
ロ
ム
ニ
ッ
ツ
は
『
周
縁
化
さ
れ
た
者
た
ち
は
い
か

に
生
き
の
び
る
の
か
G
q
ミ
。
8
ミ
§
筑
§
こ
8
ミ
犠
礒
§
ミ
8
馳
に
お
い
て
、
他
州
の
農
業
地
域
か
ら
流
入
し
た
移
民
が
多
数
暮
ら
す
、
メ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

シ
コ
市
内
の
貧
困
地
区
を
取
り
上
げ
、
住
人
た
ち
に
よ
る
生
存
戦
略
を
明
ら
か
に
し
た
。
ま
た
、
コ
ー
ネ
リ
ウ
ス
は
『
メ
キ
シ
コ
市
に
お
け
る

政
治
と
移
民
の
貧
困
℃
o
N
ミ
。
も
。
§
ミ
」
§
α
q
ミ
ミ
℃
8
こ
裁
§
§
8
Ω
爵
』
に
お
い
て
、
他
州
か
ら
の
移
住
者
を
は
じ
め
と
す
る
経
済
的
に
貧
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

い
人
々
が
、
メ
キ
シ
コ
市
周
縁
の
居
住
区
で
ど
の
よ
う
な
政
治
行
動
を
選
択
す
る
の
か
記
述
し
た
。
ま
た
人
類
学
で
は
ル
イ
ス
が
一
九
五
九
年

の
有
名
な
著
書
『
貧
困
の
文
化
　
－
五
つ
の
家
族
－
　
国
費
寄
ミ
ミ
題
、
§
甑
。
§
9
綻
い
ミ
ミ
8
§
ミ
鴨
G
ミ
ミ
ミ
ミ
、
o
唱
ミ
骨
』
に
お
い
て
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

メ
キ
シ
コ
市
の
貧
し
い
地
区
に
暮
ら
す
家
族
の
日
常
を
小
説
の
よ
う
に
描
い
た
。
さ
ら
に
ル
イ
ス
は
、
別
の
論
文
に
お
い
て
、
メ
キ
シ
コ
市
の

南
に
隣
接
す
る
モ
レ
ロ
ス
州
に
位
置
す
る
先
住
民
村
落
、
テ
ポ
ス
ト
ラ
ン
か
ら
の
移
住
者
が
、
メ
キ
シ
コ
市
に
お
い
て
も
出
身
村
の
文
化
を
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

か
た
ち
を
変
え
な
が
ら
も
有
し
続
け
て
い
る
こ
と
を
、
「
解
体
な
き
都
市
化
」
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
強
調
し
た
。
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こ
れ
ら
著
名
な
研
究
に
お
い
て
対
象
と
な
っ
た
の
は
い
ず
れ
も
、
首
都
発
展
の
過
程
で
形
成
さ
れ
た
貧
困
地
区
や
、
都
市
拡
大
の
時
期
に
他

州
か
ら
仕
事
を
求
め
て
や
っ
て
き
た
人
々
で
あ
る
。
こ
う
し
た
業
績
に
続
い
て
、
メ
キ
シ
コ
市
に
流
入
し
た
先
住
民
を
取
り
上
げ
た
業
績
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

一
九
八
五
年
の
ア
リ
ス
ペ
、
一
九
九
三
年
の
ヒ
ラ
バ
ヤ
シ
、
一
九
九
六
年
の
モ
ラ
、
拙
著
二
〇
〇
六
年
な
ど
、
い
く
つ
も
出
さ
れ
て
い
る
。
こ

れ
ら
の
業
績
に
は
、
他
州
か
ら
メ
キ
シ
コ
市
へ
と
人
口
が
流
出
す
る
社
会
的
背
景
、
都
市
移
住
者
と
母
村
の
関
係
、
移
住
先
登
住
区
で
の
人
間

関
係
な
ど
が
記
述
さ
れ
て
い
る
。
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（
；
　
都
市
の
内
部
に
取
り
込
ま
れ
た
人
々

　
メ
キ
シ
コ
市
内
に
は
、
こ
こ
ま
で
記
述
し
た
、
他
州
か
ら
流
入
し
た
「
先
住
民
」
と
は
社
会
背
景
が
異
な
る
、
「
先
住
民
」
と
も
表
現
し
得

る
が
、
し
か
し
統
計
上
そ
の
よ
う
に
数
え
ら
れ
て
は
い
な
い
人
々
が
い
る
。
そ
れ
は
、
メ
キ
シ
コ
市
の
行
政
上
の
区
分
変
更
や
、
急
激
な
人
口

増
加
に
よ
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
市
内
部
に
取
り
込
ま
れ
た
、
メ
キ
シ
コ
市
内
あ
る
い
は
周
辺
に
か
つ
て
存
在
し
て
い
た
先
住
民
村
落
の
人
々
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

る
。
モ
ラ
は
そ
の
数
を
二
九
一
と
あ
げ
て
い
る
。

　
都
市
内
部
の
旧
先
住
民
村
落
と
し
て
の
歴
史
的
な
厚
み
の
あ
る
地
区
に
、
祭
礼
や
人
問
関
係
の
結
び
方
な
ど
、
継
足
深
い
文
化
的
現
象
が
存

在
し
て
い
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
文
化
人
類
学
や
社
会
学
の
分
野
で
研
究
対
象
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
は
今
世
紀
に
入
る
ま
で
あ
ま
り

　
　
　
⑬

な
か
っ
た
。
そ
の
理
由
と
し
て
は
お
そ
ら
く
、
（
1
）
メ
キ
シ
コ
市
に
お
け
る
旧
先
住
民
村
落
の
境
界
消
滅
（
後
述
）
に
と
も
な
っ
て
、
そ
う

し
た
地
区
か
ら
の
人
口
流
出
・
流
入
が
容
易
に
な
り
、
地
区
お
よ
び
住
入
の
「
先
住
民
的
特
色
」
が
一
見
し
た
と
こ
ろ
薄
れ
た
こ
と
、
ま
た
、

（
2
）
国
内
の
経
済
や
機
会
の
格
差
に
よ
っ
て
、
先
述
の
よ
う
に
農
村
地
域
か
ら
苗
都
に
流
れ
込
む
人
頭
が
急
増
し
、
そ
れ
を
め
ぐ
る
様
々
な

社
会
的
・
文
化
的
現
象
が
目
立
ち
、
先
に
調
査
・
三
寿
の
対
象
と
し
て
注
目
さ
れ
た
こ
と
の
ふ
た
つ
が
あ
げ
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
言
い
換
え
れ
ば
、

旧
先
住
民
村
落
の
文
化
は
メ
キ
シ
コ
市
が
解
決
に
悩
む
「
難
題
」
で
は
な
く
、
そ
れ
を
調
査
・
研
究
す
る
「
必
要
性
」
や
「
緊
急
度
」
が
低
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

が
た
め
に
研
究
テ
ー
マ
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
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一
九
九
〇
年
代
後
半
に
な
っ
て
よ
う
や
く
、
旧
先
住
民
村
落
を
対
象
と
し
た
民
族
誌
的
な
研
究
が
い
く
つ
か
出
て
き
た
。
い
ず
れ
も
居
住
者

に
よ
る
ロ
ー
カ
ル
な
組
織
や
活
動
が
地
域
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
成
に
と
っ
て
重
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
り
、
筆
者
の
研
究
関
心
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
共
通
点
が
あ
る
。
さ
ら
に
選
挙
や
投
票
行
動
に
焦
点
を
当
て
た
業
績

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑯

　　　　　　　地図1　旧先住民村落と1970年春以降の市街地

出典　Guia　Rq勉Ciudad　de漉κガco，2002，

備考：右上の丸で囲んだ地域は旧先住民村落，左下の丸で囲んだ地域は70年代

　　以降に築かれた市街地。

も
出
版
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
今
世
紀
に
入
っ
て
、
旧
先
住
民
村
落
に

関
し
て
、
複
数
の
著
者
に
よ
る
論
考
を
ま
と
め
た
本
や
雑
誌
の
出
版

　
　
　
　
　
　
⑰

が
次
々
と
続
い
た
。
こ
れ
ら
の
業
績
で
は
、
旧
先
住
民
村
落
を
扱
っ

た
そ
れ
ま
で
の
業
績
と
は
異
な
り
、
後
述
す
る
プ
エ
ブ
ロ
ス
・
オ
リ

ヒ
ナ
リ
オ
ス
の
用
語
が
多
用
さ
れ
て
い
る
。
と
く
に
モ
ラ
の
『
メ
キ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

シ
コ
市
の
プ
エ
ブ
ロ
ス
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
ス
ー
エ
ス
ノ
グ
ラ
フ
ィ

ッ
ク
・
ア
ト
ラ
ス
ー
』
は
、
ア
ト
ラ
ス
の
名
に
ふ
さ
わ
し
く
、
多
く

の
図
表
と
写
真
が
カ
ラ
ー
で
載
せ
ら
れ
て
い
て
、
市
内
旧
先
住
民
村

落
の
歴
史
の
深
さ
や
現
在
の
文
化
に
魅
力
を
感
じ
さ
せ
る
も
の
と
な

っ
て
い
る
。

　
こ
れ
ら
の
本
の
内
容
は
ほ
と
ん
ど
、
旧
先
住
民
村
落
が
長
い
歴
史

に
基
づ
く
文
化
を
継
承
し
て
い
る
点
や
、
地
元
住
人
が
結
束
し
て
い

る
点
、
ま
た
、
ま
た
メ
キ
シ
コ
の
民
主
化
プ
ロ
セ
ス
に
絡
め
て
そ
の

政
治
行
動
に
注
目
し
て
い
る
。
そ
れ
は
寄
稿
し
た
著
者
の
ほ
と
ん
ど

が
メ
キ
シ
コ
人
で
あ
る
こ
と
に
関
係
し
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
。
メ

キ
シ
コ
に
お
け
る
文
化
人
類
学
や
民
族
学
は
、
先
住
民
の
文
化
や
伝
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統
の
固
有
性
を
描
き
、
そ
れ
を
尊
重
す
べ
き
で
あ
る
と
の
論
調
か
、
あ
る
い
は
、
先
住
民
の
置
か
れ
た
差
別
的
状
況
を
告
発
し
た
業
績
が
多
い
。

そ
れ
は
こ
う
し
た
分
野
の
学
問
が
、
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
は
基
本
的
に
「
問
題
の
解
明
や
解
決
」
の
た
め
に
存
在
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

　
筆
者
は
、
一
九
九
〇
年
か
ら
＝
年
間
、
オ
ア
バ
カ
州
ミ
シ
ュ
テ
カ
高
地
の
［
村
落
か
ら
メ
キ
シ
コ
市
に
移
住
し
た
人
々
と
母
村
の
関
係
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑲

つ
い
て
調
査
し
、
著
書
に
ま
と
め
た
。
そ
の
間
に
メ
キ
シ
コ
市
の
さ
ま
ざ
ま
な
地
区
を
め
ぐ
り
、
一
九
九
五
年
に
は
、
旧
先
住
民
村
落
の
一
つ

で
あ
る
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
ィ
エ
ス
（
℃
O
Φ
σ
一
〇
　
］
U
O
ω
　
國
①
鴫
①
ω
）
を
偶
然
訪
ね
る
機
会
が
あ
っ
た
。
そ
の
際
に
、
そ
の
地
区
で
は
、
他
州
か
ら
の

移
住
者
が
多
く
暮
ら
す
地
区
と
、
人
々
の
服
装
や
職
業
は
似
て
い
な
が
ら
、
地
域
住
人
の
人
間
関
係
や
組
織
が
異
な
る
こ
と
や
、
さ
ら
に
地
区

の
道
や
区
画
と
い
っ
た
外
観
も
か
な
り
違
っ
て
い
る
（
地
図
1
の
右
上
、
丸
で
囲
っ
た
部
分
参
照
）
こ
と
に
気
づ
い
た
。
同
地
区
の
あ
る
家
族
と
は

そ
の
年
よ
り
親
交
を
続
け
、
参
与
観
察
は
少
し
ず
つ
行
っ
て
い
た
が
、
そ
の
後
、
二
〇
〇
二
年
か
ら
複
数
の
旧
先
住
民
村
落
の
現
地
調
査
を
始

め
た
。
そ
の
成
果
と
し
て
、
二
〇
〇
五
年
の
共
著
論
文
で
は
旧
先
住
民
村
落
に
お
け
る
「
地
元
民
」
と
「
外
来
者
」
の
区
分
に
つ
い
て
広
く
論

　
⑳

じ
た
。
ま
た
単
著
論
文
に
お
い
て
「
地
元
民
」
同
士
の
付
き
合
い
や
組
織
が
、
若
者
の
社
会
化
や
地
域
の
安
全
保
障
に
与
え
る
肯
定
的
な
影
響

　
　
　
　
　
　
　
⑳

に
つ
い
て
一
二
及
し
た
。
筆
者
の
関
心
は
、
お
も
に
旧
先
住
民
村
落
の
ダ
イ
ナ
ミ
ズ
ム
に
あ
り
、
同
じ
地
域
に
居
住
す
る
「
外
来
者
」
と
の
関
係

に
も
焦
点
を
当
て
て
い
る
。

　
で
は
こ
う
し
た
、
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
人
々
は
、
自
ら
は
何
と
自
称
し
、
ま
た
他
称
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ま
た
、
こ
の
人
々
を

研
究
者
は
何
者
と
し
て
と
ら
え
れ
ば
適
切
で
あ
ろ
う
か
。
彼
ら
を
「
先
住
民
」
あ
る
い
は
特
定
の
民
族
集
団
の
名
で
呼
べ
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
れ
を
探
る
た
め
に
、
次
章
で
は
、
旧
先
住
民
村
落
居
住
者
が
組
織
的
に
集
ま
る
場
や
人
間
関
係
に
つ
い
て
、
筆
者
の
現
地
調
査
の
デ
ー
タ
に

基
づ
い
て
記
述
し
て
い
く
。
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①
H
口
巴
ε
8
羅
。
δ
口
裂
α
Φ
国
。
。
け
虚
聞
巴
郵
0
8
α
q
門
践
四
①
霞
。
「
日
蝕
∩
ρ

　
馨
6
＼
＼
o
毒
ヨ
磐
Φ
・
ぎ
Φ
ぴ
q
｝
b
H
匁
日
×
〉
ヨ
貝
①
臨
8
＼
8
げ
す
。
δ
ミ
ぎ
9
0
q
窪
鋭
器
P

②
二
〇
〇
〇
年
の
メ
キ
シ
コ
國
勢
調
査
で
は
、
先
住
民
言
語
の
益
者
で
あ
る
か
否

か
を
た
ず
ね
る
項
目
に
加
え
て
、
主
観
的
な
帰
属
意
識
を
問
う
項
目
が
加
え
ら
れ

た
と
の
報
告
も
あ
る
（
H
二
両
O
H
甲
㌔
o
ミ
貸
驚
含
旨
ミ
尉
§
匙
§
§
帯
9
卜
。
O
O
傘
O
P

H
旨
山
一
。
。
参
照
）
。
し
か
し
、
同
2
閣
Ω
H
で
一
般
に
公
表
さ
れ
て
い
る
ア
ン
ケ
ー
ト
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質
問
項
目
に
は
そ
の
よ
う
な
も
の
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
。
筆
者
は
、
メ
キ
シ
コ

　
に
お
い
て
先
佳
民
で
あ
る
か
否
か
、
ま
た
先
住
民
の
う
ち
の
門
○
○
人
」
で
あ
る

　
か
を
定
義
す
る
指
標
は
、
相
変
わ
ら
ず
お
も
に
使
用
言
語
で
あ
る
と
い
う
立
場
で

　
本
稿
を
執
筆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
民
主
化
や
多
文
化
主
義
の
流
れ
を
受
け
て
、

　
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
先
住
民
の
定
義
に
帰
属
意
識
が
加
わ
る
可
能
性
は
十
分
あ
る
。

③
ぎ
。
。
瓜
窪
8
累
登
8
巴
紆
び
Φ
コ
婆
器
ぎ
9
ひ
Q
Φ
髭
ρ
9
ミ
§
譜
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毯
N
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§
恥

　
§
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ミ
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題
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ミ
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N
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ヒ
暮
＼
§
織
蕊
憩
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題
ミ
職
嚢
帖
鶏
勲
卜
。
O
O
O
。
に
よ
れ
ば
、
メ

　
キ
シ
コ
に
お
け
る
先
住
民
言
語
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
は
三
六
四
に
も
お
よ
ぶ
と
あ

　
る
◎

④
た
と
え
ば
次
の
著
書
参
照
の
こ
と
。
寄
ω
こ
零
’
幻
。
ω
鋤
τ
聾
〉
．
鵠
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印
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幽
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写
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旧
ζ
U
b
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ω
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⑤
も
っ
と
も
、
年
を
追
う
ご
と
に
さ
ら
に
人
口
増
加
と
都
市
化
が
進
み
、
周
縁
だ

　
つ
た
と
こ
ろ
が
後
に
そ
う
で
は
な
く
な
る
こ
と
は
ご
く
一
般
に
見
ら
れ
る
。

⑥
メ
キ
シ
コ
市
大
都
市
圏
の
人
口
増
加
は
、
自
然
増
と
社
会
増
だ
け
で
な
く
、
政

　
府
が
数
年
ご
と
に
大
都
市
圏
に
含
ま
れ
る
地
理
的
領
域
を
拡
大
し
て
発
表
す
る
こ

　
と
に
も
起
因
す
る
。
二
〇
〇
五
年
の
大
都
市
圏
の
人
口
は
約
一
九
二
四
万
人
、
そ

　
の
う
ち
メ
キ
シ
コ
市
は
約
八
七
二
万
人
、
周
辺
地
域
は
約
一
〇
五
二
万
入
で
あ
る
。
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＼
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し
d
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ω
ざ
b
d
o
o
冨
　
客
①
妻
《
o
鱒
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Φ
＄
．
（
高
山
智
博
（
訳
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『
貧
困
の

　
文
化
　
i
五
つ
の
家
族
一
』
新
潮
選
書
、
一
九
七
〇
年
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）

⑩
訂
鼠
ω
¶
○
ω
B
B
、
．
¢
昌
磐
陣
N
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暮
し
u
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β
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ω
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ω
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身
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9
§
、
慧
費
さ
篭
き
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斜
e
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認
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ロ
ロ
．
も
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酷
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喜
p
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①
ρ
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ミ
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笥
箋
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身
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幽
く
ρ
G
ミ
ミ
ミ
N
§
帖
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§
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譜
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§
ミ
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鴇
。
鳥
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ご
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讐
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さ
ミ
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G
賊
営
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巳
〈
．
o
h
＞
鼠
N
o
口
出
勺
諾
ω
競

　
日
票
。
。
り
。
戸
お
㊤
四
＼
竃
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鑓
〈
‘
↓
興
Φ
ω
ρ
〉
ミ
ミ
§
～
織
隷
軌
旨
貯
的
g
に
§
職
織
恥

　
臥
鳶
§
平
静
§
§
凡
8
㍉
S
馬
s
肋
。
魯
ミ
蒔
ミ
9
魯
ミ
ミ
、
自
、
魎
ミ
§
H
三
〉
国
一

　
ζ
舞
8
ρ
U
．
銅
一
Φ
①
q
＼
騨
野
美
帆
『
メ
キ
シ
コ
、
先
住
民
共
同
体
と
都
市
　
～

　
都
市
移
住
者
を
取
り
込
ん
だ
「
伝
統
的
」
組
織
の
変
容
i
』
慶
礁
義
塾
大
学
出
版

　
ム
瓜
、
二
〇
〇
六
年
。

⑫
ζ
。
牽
く
・
、
↓
興
①
ω
父
8
霞
8
．
卜
8
鷺
S
、
覇
ミ
喧
謹
識
。
賜
譜
貯
魯
ミ
ミ
譜

　
§
蹄
。
、
卸
～
貯
リ
ミ
嵩
信
慈
8
、
一
2
＞
麟
＼
O
U
勾
”
竃
σ
眩
o
ρ
U
．
国
』
8
N
b
』
Q
◎
’

⑬
歴
史
研
究
と
し
て
は
、
メ
キ
シ
コ
市
中
心
部
に
位
置
す
る
先
住
民
居
住
区
の
、

　
～
九
世
紀
か
ら
二
〇
世
紀
初
頭
に
か
け
て
の
変
遷
を
扱
っ
た
業
績
が
あ
る
。

　
い
騨
p
。
’
〉
郎
爵
0
ρ
O
o
ミ
ミ
馬
凡
§
譜
恥
§
ミ
鷺
鳶
ゑ
逼
§
慰
事
貯
職
N
ミ
霜
織
魯
§
討
。
㌔

　
浮
謹
さ
ミ
§
、
ヒ
§
貸
ミ
ミ
0
9
簑
物
誉
ミ
ミ
8
旨
守
ミ
篭
。
勲
一
〇
。
H
b
⊃
山
0
6
噛
尊
弓
一

　
〇
〇
δ
ぴ
q
δ
α
Φ
冨
0
圏
8
臼
ζ
ひ
首
o
ρ
P
閃
‘
6
0
Q
四

⑭
た
だ
し
、
旧
先
住
民
村
落
に
相
当
す
る
地
域
が
、
そ
う
で
な
い
地
域
と
と
も
に
、

　
メ
キ
シ
コ
市
の
諸
問
題
、
す
な
わ
ち
土
地
の
不
法
占
拠
、
住
宅
や
上
下
水
道
整
備
、

　
森
林
保
護
、
貧
困
対
策
な
ど
の
研
究
対
象
に
含
ま
れ
る
こ
と
は
あ
る
。
以
下
参
照

　
の
こ
と
。
U
霞
p
・
コ
9
｝
o
N
o
q
ρ
卜
匙
6
ミ
§
織
§
竃
魯
ミ
馬
ミ
『
㌔
、
o
隷
ミ
、
貯
§
§
き

　
～
ミ
寒
ミ
N
§
融
篭
ヒ
㍉
§
評
貸
㌧
ミ
ミ
欝
§
乳
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ミ
こ
儀
鴨
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旨
ヘ
ミ
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P
、
㌧
O
H
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ω
＞
Q
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ζ
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×
陣
o
ρ
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幣
旧
お
Q
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ω
．
＼
＞
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す
〉
昌
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巳
ρ
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軸
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窺
9
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蹴

　
篭
識
竃
§
ヒ
職
駄
ミ
§
、
N
9
匹
O
o
δ
笹
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鉱
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践
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鉱
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国
嚇
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6
D
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簿
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母
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鋤
¢
ω
9
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鼠
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畏
．
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恥
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℃
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§
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8
禽
Q
§
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⑱
　
「
プ
エ
ブ
ロ
ス
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
ス
」
は
「
プ
エ
ブ
ロ
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
」
の

　
複
数
形
で
あ
る
。

⑲
郡
民
美
帆
『
メ
キ
シ
コ
、
先
佳
民
共
同
体
と
都
市
－
都
市
移
住
者
を
取
り
込

　
ん
だ
門
伝
統
的
」
組
織
の
変
容
1
』
二
〇
〇
六
年
（
前
掲
）
。

⑳
鶴
野
美
帆
・
井
上
幸
孝
「
メ
キ
シ
コ
市
内
角
先
四
民
村
落
に
お
け
る
『
地
元

　
民
騙
と
『
外
来
者
㎞
の
関
係
扁
噸
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ

　
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
』
神
戸
市
外
国
語
大
学
外
国
学
研
究
所
、
二
〇
〇
五
年
、
～
1

　
二
二
六
頁
。

⑳
灘
野
美
帆
「
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
に
お
け
る
『
地
元
民
』
コ
ミ
ュ
ニ

　
テ
ィ
」
『
～
二
田
社
会
巌
盗
　
一
〇
号
、
二
〇
〇
五
年
・
、
五
七
－
六
山
ハ
頁
。
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第
二
章
　
　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
（
地
元
民
〉
」
の
生
成
と
そ
の
組
織

第
一
節
　
調
査
地
区
の
概
観
、
調
査
方
法
と
調
査
期
閾

　
メ
キ
シ
コ
市
に
は
、
メ
キ
シ
コ
全
土
同
様
に
、
革
命
後
の
一
九
一
七
年
憲
法
に
よ
っ
て
、
ム
ニ
シ
ピ
オ
・
リ
ブ
レ
（
諺
静
置
。
δ
口
器
以
下
、

ム
ニ
シ
ピ
オ
と
略
す
）
と
い
う
、
あ
る
程
度
の
自
治
が
認
め
ら
れ
た
行
政
区
の
設
置
が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
し
た
が
っ
て
、
メ
キ
シ
コ
市
内
部

の
先
住
民
村
落
は
行
政
上
ム
ニ
シ
ピ
オ
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
、
一
九
二
九
年
以
来
、
メ
キ
シ
コ

市
内
の
ム
ニ
シ
ピ
オ
は
消
滅
し
た
。
す
な
わ
ち
そ
の
境
界
は
な
く
な
り
、
全
て
メ
キ
シ
コ
市
内
の
区
（
＆
詔
a
9
）
内
部
に
取
り
込
ま
れ
た
。



メキシコにおけるヂ先住民」の定義とメキシコ市内旧先住民村落の「地元民」（羅野）

　
都
市
に
の
み
込
ま
れ
、
市
の
一
部
と
な
り
、
行
政
上
の
境
界
線
は
失
わ
れ
て
も
、
そ
れ
ら
は
メ
キ
シ
コ
市
内
の
「
地
区
」
と
し
て
残
っ
て
い

る
。
地
区
の
名
も
、
植
民
地
時
代
以
来
の
地
名
に
由
来
し
て
い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
現
在
そ
れ
ら
の
地
区
に
は
外
部
か
ら
様
々
な
者
が
や

っ
て
き
て
居
住
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
新
旧
住
人
が
同
じ
地
区
に
暮
ら
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
そ
う
し
た
地
区
の
旧
来
か
ら
の
居
住

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

者
は
、
そ
う
し
た
地
区
を
し
ば
し
ば
「
村
」
を
指
す
「
プ
エ
ブ
ロ
震
Φ
ぴ
一
〇
」
と
呼
ん
で
い
る
。
こ
れ
は
メ
キ
シ
コ
市
内
で
先
住
民
村
落
と
し

て
の
歴
史
を
持
た
な
い
地
区
で
は
、
ま
っ
た
く
耳
に
し
な
い
表
現
で
あ
る
。

　
旧
先
住
民
村
落
の
地
理
的
位
置
に
つ
い
て
簡
潔
に
説
明
し
よ
う
。
現
在
の
メ
キ
シ
コ
市
の
大
半
は
、
征
服
さ
れ
た
＝
ハ
世
紀
に
は
湖
の
中
で

あ
っ
た
。
し
か
し
都
市
化
に
と
も
な
っ
て
湖
は
陸
地
に
変
え
ら
れ
、
現
在
、
市
内
で
は
南
部
の
ソ
チ
ミ
ル
コ
区
、
南
東
部
の
ト
ラ
ワ
ク
区
で
わ

ず
か
に
見
え
る
だ
け
で
あ
る
。
旧
先
住
民
村
落
は
少
な
く
と
も
植
民
地
時
代
に
は
陸
地
（
湖
中
の
島
も
含
む
）
だ
っ
た
と
こ
ろ
に
存
在
す
る
（
地

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
2
）
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重
ー
、
、
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　　　地図2　征服直前のメキシコ盆地

出典：灘野・井上共著，2005年（注参照），6頁

　
著
者
は
、
二
〇
〇
二
年
九
月
以
来
、
計
七
回
の
短
期
調
査
を
行
い
、
先
住

民
村
落
で
あ
っ
た
市
内
地
区
の
う
ち
一
七
地
区
を
訪
れ
、
さ
ら
に
、
現
在
は

失
わ
れ
て
い
る
が
、
か
つ
て
は
一
七
地
区
の
う
ち
の
四
地
区
の
｝
部
で
あ
っ
，

た
旧
エ
ヒ
ー
ド
（
①
苞
。
、
後
述
す
る
共
同
利
用
地
の
一
種
）
も
訪
れ
た
（
表
1
）
。

そ
れ
ら
の
旧
聞
ヒ
ー
ド
は
現
在
は
分
離
し
た
市
街
地
区
に
な
っ
て
い
る
。
旧

先
住
民
村
落
と
旧
エ
ヒ
ー
ド
、
合
計
二
一
の
地
区
に
わ
た
る
調
査
は
、
一
八

カ
所
で
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
訪
問
、
八
カ
所
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
観
察
、
一

カ
所
で
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
遂
行
に
向
け
た
集
金
活
動
参
加
、
＝
難
所
で

地
域
墓
地
訪
問
、
一
カ
所
の
地
域
墓
地
で
の
死
者
の
日
の
行
事
参
加
、
ニ
カ

所
で
独
立
記
念
日
の
行
事
観
察
、
ニ
出
所
で
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
（
幕
「
－
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表1 旧先住民村落調査地一一覧（2002－2010）

現在の区 現在の地区名（［3内は失われた共同利用地である旧エヒードの
（delegaci6n） 現在の地区名）

プエブロ・ロス・レィエス（Pueblo　Los　Reyes）［ペドレガル・
@デ・サント・ドミンゴ（Pedregal　de　Santo　Domingo）］

コヨァカン
iCoyoacan）

ラ・カンデラリア　（La　Candelaria）バリオ・クアドランテ・デ・サン・フランシスコ（Barrio　Cua－

@drante　de　San　Frandsco）

ll：燐：雰ラヲル㌶烈臨｝：臨。漆黒）

iAlbaro　Obreg6n）

チマリスタック　（Chimalistac）プエブロ・サン・バルトロ・アメヤルコ（Pueblo　San　Bartolo

`meyalco）

サン・ヘロニモ・りディセ（San　Jer6nimo　Lidice）［サン・ヘロ
ニモ・アクルコ　（San　Jer6nimo　Aculco）］

プエブロ・サン・ベルナベ・オコテペック（Pueblo　San　Ber一
ラ・マグダレーナ・コントレー
宴X

　nab60cotepec）［セロ・デル・フディオ（Cerro　del　Judio）］プエブロ・サン・ニコラス・トトラパン（Pueblo　San　Nicolas

（La　Magdalena　Contreras） Totolapan）［ペドレガル・デ・サン・ニコラスPedregal　de
ran　Nicolas］

プエブロ・ラ・マグダレーナ・コントレーラス（Pueblo　La
Magdalena　Contreras）

クアヒマルパ・デ・モレーロス サン・マテオ・トラルテナンゴ（San　Mateo　Tlaltenango）
（Cuajim31pa　de　Morelos） サン・ペドロ・クアヒマルパ（San　Pedro　Cuajimalpa）

サント・トマス・アフスコ（Santo　Tomas　Ajusco）
トラルパン プエブロ・サン・ミゲル・アフスコ（Pueblo　San　Mguel　Ajus一
（Tlalpan） 　co）　　　　　　　　　　　　．サンタ・ウルスラ・シトラ（Santa　Ursula　Xitla）

ベ画一ト・ファレス トラコケメカトル・デル・バジェ（Tlacoquemecatl　del　Valle）
（Benito　Juarez） 漏旧サン・ロレンソ・ソチマンカ（San　Lorenzo　Xochimanca）

鑓
8
讐
琶
臥
、
共
同
利
用
地
の
一
種
）
訪
問
を
含
み
、
そ
れ
以

外
に
も
複
数
の
家
族
の
い
く
つ
か
の
家
庭
行
事
（
食
事
会
、

誕
生
会
、
買
い
物
、
散
歩
な
ど
）
に
参
加
し
て
い
る
。

　
以
下
で
は
、
こ
れ
ら
の
地
区
の
住
人
の
う
ち
「
地
元
民
」

意
識
を
持
つ
人
々
と
そ
の
組
織
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

第
二
節
　
　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
（
地
元
民
こ
の
生
成

　
こ
れ
ら
旧
先
住
民
村
落
が
位
置
す
る
区
に
特
徴
的
な
の
は
、

外
部
か
ら
多
く
の
人
口
が
流
入
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
旧
先
住
民
村
落
を
多
く
有
し
て
い
る
区
の
人
口
増
加
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

は
メ
キ
シ
コ
市
全
体
の
人
口
増
加
率
よ
り
も
高
い
（
表
2
）
。

ま
た
、
ラ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ラ
ス
区
の
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
よ
れ
ば
、
同
区
の
出
生
率
は
顕
著
に
落
ち

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
人
口
は
急
増
し
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
外
部
か
ら
の
流
入
者
が
多
い
こ
と
が
わ
か
る
。
外
部

か
ら
の
流
入
は
、
他
州
か
ら
メ
キ
シ
コ
市
に
流
入
す
る
人
ロ

と
、
市
内
部
で
早
く
都
市
化
さ
れ
た
地
区
か
ら
移
動
し
て
く

る
場
合
が
あ
る
。
ラ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ラ
ス

区
の
役
場
で
勤
め
る
人
物
の
話
に
よ
れ
ば
、
　
一
九
八
五
年
の
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メキシコにおける「先住民」の定義とメキシコ市内旧先住民村落のF地元民」（郡野）

表2　旧先住民村落が多く存在する区とメキシコ市全体の人口増加の推移（1950一・2005）

1950年 1960年 1970年 1980年 1990年 2005年

メキシコ市
3，050，442 4，870，876

i59．796）

6，874，165

i4L196）

8，360，192

i21．696）

8，35LO45
i一〇．196）

8，720，916

@　（4．4％）

アルバロ・オブレゴン区
93，176 　220，011

i136．196）

　456，709

i107．6％）

604，643

i32．496）

651，752

i7．896）

706，567
i8．4％）

コヨアカソ区 70，005 　169，811

i142．696）

339，446
i99．9％）

566252
i66．8％）

649，027

i14．6％）

628，063
i一3．296）

クアヒマルパ・デ・モ
戟[ロス区

9，676 　19，199

i98．496）

　36，200

i88．6％〉

　　86，725

i139．6％）

121，344

i39．9％〉

173，625

i43ユ％）

イスタパラパ区
76，621 　254，355

i232．0％）

　522，095

i105．3％）

1，199，582

i129．8％）

1，511，366

i26．0％）

1，820，888

i20．5％）

ラ・マグダレーナ・コン
gレーラス区

21，955 　40，724

i85．5％）

　75，492

i85．4％）

　164，558

i118．096）

197，772

i20．2％）

228，927
i15．8％）

ミルパ・アルタ区
18，212 　24，379

i33．9％）

　33，694

i38．2％）

　50，788

i50．7％）

　64，545

i27ユ％）

115，895

i79．6％）

トラウアック区
19，511 　29，880

i53．1％）

　　62，419

i108．9％）

　139，595

i123．6％）

209，594

i50，1％）

344，106
i64．296）

トラルパン区 32，767 　6L195
i86．8％）

　130，719

i113．6％）

　350，934

i168．596）

491，654

i40．196）

607，545

i23。6％）

ソチミルコ区
47，082 　70，381

i49．5％）

116，493

i65．5％）

206，402

i77．296）

274，947

i33．296）

404，458

i47．1％）

出典　　Garza，　Gustavo（coord．＞La　Ciudad　de　Mtixico　6πel　fin　del　segttitdo　milenio，　El　Coiegio　de

　　Mexico／　GDF：　Mexico，　D．　F．，　2000，　p．　248，　p．　540，　p，　560，　p．　566，　p．　592，　p，　598，　p，　612，　p．　625，　p．

　　639，　／　II　Conteo　de　Poblaci6n　y　Vivienda　2eO5，　INEGL

備考　上段の数字は人口，下段の（）内の数字はt左の列の年から右隣の列の年までの人口増繍
　　率。1950年から1960年の入口増加率の算出は，（1950年の人口に対する1960年の人口の増減数
　　一i・　1950年の人口〉×100による。増加率の単位は小数点第二位を四捨五入した。

メ
キ
シ
コ
市
に
お
け
る
大
地
震
の
後
、
深
刻
な
被
害
を

受
け
た
中
心
部
に
近
い
方
か
ら
、
同
区
に
移
動
す
る
人

口
が
増
え
た
と
い
う
。
同
様
の
こ
と
は
ク
ア
ヒ
マ
ル

パ
・
デ
・
モ
レ
ー
ロ
ス
区
の
公
式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
に
も

　
　
　
　
⑥

記
し
て
あ
る
。

　
実
際
の
と
こ
ろ
、
調
査
し
た
二
一
の
地
区
す
べ
て
に

「
外
来
者
」
が
居
住
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
「
外
来
者
」

と
共
存
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
こ
れ
ら
の
地
区
の
居
住

者
が
よ
く
使
う
言
葉
が
あ
る
。
そ
れ
は
ス
ペ
イ
ン
語
で

「
地
元
民
」
を
意
味
す
る
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
（
⇔
自
。
臨
く
。
）
」

で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
こ
こ
の
者
」
と
い
う
意
の
、
、
ω
興

島
①
Q
ρ
ξ
．
．
、
「
こ
こ
生
ま
れ
」
の
、
、
欝
。
一
書
ρ
巳
．
、
、

「
親
戚
」
や
「
仲
聞
」
を
意
味
す
る
、
．
貯
筥
厳
霞
、
－
と

い
う
表
現
も
使
わ
れ
て
い
る
。
岡
時
に
「
ナ
テ
ィ
ー

ボ
」
は
、
外
部
出
身
の
居
住
者
を
、
居
住
者
を
意
味
す

る
「
ア
ベ
シ
ン
ダ
ー
ド
（
四
く
Φ
o
ぎ
紆
α
o
）
」
や
「
レ
シ
デ

ン
テ
（
鴨
Φ
ω
一
α
Φ
P
什
Φ
）
」
と
呼
ん
で
い
る
。

　
一
方
で
、
筆
者
が
～
九
九
〇
年
よ
り
調
査
し
て
き
た

オ
ア
バ
カ
州
、
ミ
シ
ュ
テ
カ
高
地
の
一
村
落
で
は
そ
の

165 （165）



よ
う
な
表
現
は
ま
っ
た
く
聞
か
れ
な
い
。
な
ぜ
な
ら
居
住
者
の
ほ
ぼ
全
員
が
そ
の
村
で
出
生
し
た
か
、
も
し
く
は
村
出
身
者
と
婚
姻
関
係
に
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

る
者
で
、
村
出
身
者
と
縁
の
な
い
完
全
な
「
外
来
者
」
は
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
で
あ
る
こ
と
を
主
張
し
、
見

せ
る
対
象
が
存
在
し
な
い
。
言
い
換
え
れ
ば
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
で
あ
る
こ
と
に
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
求
め
る
必
要
が
な
い
の
で
あ
る
。
も

っ
と
も
旧
先
住
民
村
落
に
お
け
る
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
の
範
疇
や
境
界
は
後
述
す
る
よ
う
に
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
。

　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
な
る
個
人
の
範
疇
は
あ
い
ま
い
で
あ
る
に
せ
よ
、
自
称
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
が
中
心
と
な
っ
て
い
る
組
織
が
、
旧
先
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

村
落
に
は
複
数
存
在
す
る
こ
と
が
調
査
か
ら
明
ら
か
と
な
っ
た
。
そ
れ
ら
の
組
織
お
よ
び
活
動
を
簡
潔
に
整
理
し
て
紹
介
し
よ
う
。

第
三
節
　
　
「
ナ
テ
ィ
…
ボ
」
に
よ
る
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
遂
行

　
か
つ
て
先
住
民
村
落
で
あ
っ
た
地
区
に
は
必
ず
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
あ
る
。
ど
の
地
区
に
も
そ
の
教
会
に
置
か
れ
て
い
る
聖
像
を
ま
つ
る
祭

礼
が
あ
り
（
写
真
1
）
、
同
時
に
祭
礼
を
遂
行
す
る
組
織
が
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
各
地
に
お
い
て
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
を
遂
行
す
る
組
織
は
ふ
つ

う
「
マ
ヨ
ル
ド
ミ
ア
（
B
錯
。
a
。
ヨ
邑
」
と
呼
ば
れ
る
が
、
調
査
地
の
複
数
の
場
所
で
は
「
祭
礼
委
員
会
」
を
意
味
す
る
「
コ
ミ
シ
オ
ン
・

デ
・
フ
ェ
ス
テ
ホ
（
8
邑
絵
9
創
①
け
ω
番
。
）
」
と
い
う
、
よ
り
現
代
的
な
呼
称
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
そ
の
活
動
目
的
は
同
じ
で
、
祭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

礼
に
必
要
な
資
金
の
調
達
、
祭
礼
に
お
け
る
ミ
サ
の
準
備
、
聖
像
を
担
い
で
の
行
列
（
℃
鴨
O
O
Φ
O
Q
固
O
旨
）
、
祭
礼
を
に
ぎ
や
か
に
盛
り
上
げ
る
音
楽

⑨
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

隊
の
手
配
、
祭
礼
遂
行
に
協
力
し
た
人
々
に
無
償
で
提
供
さ
れ
る
食
事
や
飲
み
物
の
準
備
と
給
仕
、
祭
礼
期
間
中
の
娯
楽
行
事
の
手
配
な
ど
、

祭
礼
の
準
備
と
遂
行
に
お
い
て
中
心
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。

　
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
祭
礼
遂
行
組
織
の
成
員
の
多
く
は
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
を
自
称
す
る
人
々
で
あ
る
。
「
外
来
者
」
は
娯
楽
行
事
を
見
に
来

た
り
、
ミ
サ
だ
け
参
加
し
た
り
、
祭
礼
期
間
申
教
会
周
辺
に
立
つ
さ
ま
ざ
ま
な
露
店
や
移
動
遊
園
地
へ
遊
び
に
来
る
な
ど
、
参
加
の
し
か
た
は

限
ら
れ
て
い
る
。
祭
礼
の
準
備
に
は
時
間
が
か
か
り
、
特
に
資
金
集
め
は
何
日
も
家
々
を
訪
ね
歩
か
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
重
労
働
で
あ
る
。
し

か
し
、
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ
モ
の
祭
を
準
備
期
間
か
ら
観
察
し
た
と
こ
ろ
（
二
〇
一
〇
年
）
、
活
動
中
、
委
員
の
成
員
た
ち
は
結
束
し
、
い
き
い
き
と
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メキシコにおける「先住民」の定義とメキシコ市内旧先住民村落の「地元民」（輝野）

写真1　聖像を担ぐ「ナティーボ」たち（サン・ヘロニモ・リディセ地区）（2010年撮影）

し
て
い
る
。
い
わ
ば
同
好
会
的
な
楽
し
さ
も
あ
る
の
で
あ
ろ
う
。

教
会
に
貢
献
す
る
こ
と
は
ま
た
、
外
部
か
ら
流
入
し
た
者
が
「
ナ

テ
ィ
ー
ボ
」
に
な
る
こ
と
の
条
件
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
た

と
え
ば
、
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
・
ア
フ
ス
コ
（
勺
¢
Φ
江
。

ω
碧
≦
目
引
ど
房
8
）
で
は
、
一
九
六
〇
年
頃
グ
ア
ナ
フ
ア
ト
州

か
ら
移
り
住
ん
だ
と
い
う
、
二
〇
〇
二
年
当
時
八
○
代
の
男
性
に
、

こ
の
地
域
の
墓
地
の
入
口
で
出
会
っ
た
が
、
彼
は
こ
の
地
域
の
た

め
に
、
「
大
い
に
奉
仕
し
（
．
．
。
。
Φ
急
日
9
ぎ
．
．
と
表
現
し
て
い
た
）
」
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

「
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
で
サ
ク
リ
ス
タ
ン
（
ω
曽
O
村
一
ω
叶
い
P
）
の
役
を
務

め
た
」
こ
と
を
誇
ら
し
げ
に
語
っ
て
い
た
。
こ
の
人
物
は
当
時
同

地
区
の
墓
守
を
し
て
い
た
が
、
そ
れ
は
も
は
や
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」

と
の
接
触
が
ほ
と
ん
ど
な
い
よ
う
な
「
外
来
者
」
で
は
な
い
こ
と

を
示
し
て
い
る
。
ま
た
歴
史
研
究
者
井
上
幸
孝
氏
が
二
〇
〇
三
年

置
得
た
別
の
事
例
と
し
て
は
、
三
〇
年
蔵
前
に
他
州
か
ら
ア
ル
バ

ロ
・
オ
ブ
レ
ゴ
ン
区
の
旧
先
住
民
村
落
プ
エ
ブ
ロ
・
デ
・
テ
テ
ル

パ
ン
（
曽
。
江
。
α
o
↓
簿
Φ
σ
碧
）
に
移
住
し
て
き
た
当
時
五
〇
代
の

男
性
が
、
同
地
区
の
祭
礼
委
員
会
の
一
員
と
な
っ
て
お
り
、
同
委

員
会
の
他
の
メ
ン
バ
ー
と
と
も
に
「
村
の
者
」
同
然
の
振
る
舞
い

を
し
て
い
た
と
い
う
。
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外
部
か
ら
や
っ
て
き
た
者
が
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
に
な
る
、
そ
う
な
り
た
い
と
願
う
、
あ
る
い
は
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
多
く
の
活
動
を
と
も
に

し
て
い
る
の
は
、
こ
れ
ま
で
の
観
察
で
は
、
「
ナ
テ
ィ
！
ボ
」
と
ほ
ぼ
同
じ
社
会
階
層
に
属
す
人
々
で
あ
る
。
一
般
に
こ
う
し
た
地
区
の
「
ナ

テ
ィ
！
ボ
」
の
多
く
は
非
熟
練
肉
体
労
働
者
で
あ
る
。
他
州
の
農
村
な
ど
か
ら
流
入
し
た
人
々
も
首
都
で
は
同
様
の
労
働
者
で
あ
り
、
そ
の
ラ

イ
フ
ス
タ
イ
ル
は
身
な
り
も
含
め
て
か
な
り
似
て
い
る
。
こ
う
し
た
階
層
の
「
外
来
者
」
は
、
観
察
し
た
と
こ
ろ
、
調
査
し
た
地
区
の
な
か
で

は
ト
ラ
ル
パ
ン
区
や
ラ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ラ
ス
区
の
山
間
部
な
ど
に
あ
る
、
都
心
へ
の
ア
ク
セ
ス
が
相
対
的
に
悪
く
、
経
済
的

に
豊
か
な
「
外
来
者
」
が
あ
ま
り
多
く
流
入
し
て
い
な
い
旧
先
住
民
村
落
に
多
く
居
住
し
て
い
る
。

　
一
方
、
コ
ヨ
ア
カ
ソ
区
は
現
在
で
は
非
常
に
便
利
な
地
区
で
、
大
学
都
市
か
ら
も
近
い
。
た
と
え
ば
岡
区
内
の
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
イ
エ

ス
に
は
大
き
な
邸
宅
や
豪
華
な
集
合
住
宅
が
数
多
く
存
在
す
る
。
そ
の
よ
う
な
家
で
暮
ら
す
社
会
階
層
の
高
い
人
々
は
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と

関
わ
る
こ
と
は
通
常
な
い
。
彼
ら
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
地
区
の
外
に
あ
る
教
会
で
洗
礼
を
受
け
、
結
婚
式
を
あ
げ
、
地
区
外
の
学
校
に
通
い
、

地
区
外
で
働
き
、
地
区
外
の
店
や
病
院
を
利
用
し
て
い
る
。
車
で
自
宅
か
ら
出
か
け
て
帰
っ
て
く
る
の
で
、
路
上
で
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
会
話

を
交
わ
す
こ
と
も
あ
ま
り
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
区
の
祭
礼
遂
行
責
任
者
で
あ
る
マ
ヨ
ル
ド
モ
（
ヨ
昌
o
a
o
ヨ
○
）
の
役
を
何
回
か
務
め
た
男

性
に
よ
れ
ば
、
こ
う
し
た
普
段
付
き
合
い
の
な
い
経
済
的
に
豊
か
な
「
外
来
者
」
の
多
く
が
、
祭
礼
の
た
め
に
献
金
を
要
求
さ
れ
る
と
応
じ
る

と
い
う
。
ま
た
、
ラ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ラ
ス
区
の
中
で
も
大
学
都
市
や
幹
線
道
路
に
近
い
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
リ
デ
ィ
セ

（ω

謳
ｹ
δ
巳
臼
。
＝
臼
8
）
は
、
村
の
中
心
を
貫
く
通
り
に
も
車
が
頻
繁
に
通
っ
て
い
て
、
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
ィ
エ
ス
以
上
に
都
市
化
さ
れ

た
地
区
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
も
「
外
来
者
」
は
経
済
的
に
豊
か
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
「
外
来
者
」
に
よ
る
祭
礼
の
た
め
の
献
金
額
は

少
な
く
な
い
と
、
同
地
区
の
祭
礼
委
員
会
の
成
員
も
述
べ
て
い
る
。
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第
四
節
　
　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
墓
地
と
埋
葬

調
査
地
の
ほ
と
ん
ど
に
は
墓
地
が
あ
る
（
写
真
2
）
。
地
域
住
人
は
か
つ
て
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
敷
地
内
に
埋
葬
さ
れ
て
い
た
が
、
人
熱
増
加



メキシコにおける「先住民」の定義とメキシコ市内旧先住民村落の「地元民」（暉野）

τ

唾
「
蟻
強

一．

惣・

講灘桂
慰1“．i陰

嘆

「ナティーボ」を埋葬する墓地（ラ・カンデラリア地区）（2007年撮影）写真2

に
と
も
な
っ
て
次
第
に
墓
地
が
整
備
さ
れ
て
い
っ
た
。
墓
地
に
あ
る

墓
標
の
も
っ
と
も
古
い
日
付
か
ら
判
断
す
る
と
、
一
九
五
〇
～
一
九

六
〇
年
代
に
整
備
さ
れ
た
墓
地
が
多
い
。
こ
の
時
期
は
ち
ょ
う
ど
メ

キ
シ
コ
市
内
の
な
か
で
も
調
査
地
域
が
位
置
す
る
区
で
人
口
が
急
増

し
た
頃
と
一
致
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
墓
地
は
場
合
に
よ
っ
て
は
非

常
に
小
さ
く
、
市
販
の
地
図
に
記
載
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
あ
る
。

墓
地
の
敷
地
は
、
コ
ヨ
ア
カ
ソ
区
、
ラ
・
カ
ン
デ
ラ
リ
ア
（
い
p
O
き
－

α
Φ
醇
邑
の
住
人
に
よ
れ
ば
、
地
域
住
人
で
購
入
し
た
り
、
寄
贈
に

よ
る
場
合
も
あ
る
と
い
う
。
す
な
わ
ち
、
こ
の
場
合
は
地
域
住
人
の

共
同
所
有
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
ラ
・
カ
ン
デ
ラ
リ
ア
の
カ
ト
リ
ッ

ク
教
会
に
隣
接
す
る
墓
地
が
そ
の
よ
う
な
共
同
購
入
に
よ
る
も
の
で

あ
る
か
は
、
ま
だ
調
査
で
明
ら
か
に
な
っ
て
い
な
い
が
、
メ
キ
シ
コ

市
で
最
も
売
れ
て
い
る
地
図
、
Ω
巳
p
園
。
旨
の
最
新
版
（
二
〇
一
〇
年

発
行
）
に
載
っ
て
い
な
い
。
さ
ら
に
、
墓
地
の
中
に
は
、
地
区
の
共

同
利
用
地
（
後
述
）
で
あ
る
エ
ヒ
ー
ド
を
墓
地
に
し
た
も
の
（
冨
亭

審
曾
魯
α
巴
）
も
あ
る
。
ク
ア
ヒ
マ
ル
パ
・
デ
・
モ
レ
ー
ロ
ス
区
の
中

心
地
、
サ
ン
・
ペ
ド
ロ
・
ク
ア
ヒ
マ
ル
パ
（
。
。
彗
勺
①
曾
。
O
亙
巨
巴
－

o
餌
）
の
区
営
墓
地
内
に
、
墓
地
の
管
理
事
務
所
が
あ
る
が
、
そ
こ
で

働
い
て
い
る
男
性
に
き
い
た
と
こ
ろ
、
同
区
の
中
で
は
、
サ
ン
・
マ
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テ
オ
・
ト
ラ
ル
テ
ナ
ン
ゴ
（
ω
き
ζ
簿
8
目
聾
Φ
8
お
。
）
、
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ
・
ア
コ
ピ
ル
コ
（
ω
壁
ピ
。
お
爲
。
＞
8
9
8
）
、
サ
ン
・
パ
ブ
ロ
・
チ

マ
ル
パ
（
ω
紫
貝
σ
δ
O
ロ
§
書
p
）
の
墓
地
が
エ
ヒ
ー
ド
を
墓
地
に
し
た
も
の
で
、
そ
こ
で
は
埋
葬
の
権
利
等
に
関
し
て
、
公
営
墓
地
の
規
定
に

沿
っ
た
運
営
は
必
ず
し
も
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
三
つ
の
墓
地
の
う
ち
、
サ
ン
・
マ
テ
オ
・
ト
ラ
ル
テ
ナ
ン
ゴ
の
墓
地
は
、

先
の
地
図
に
掲
載
さ
れ
て
い
な
い
。

　
一
方
で
、
ラ
・
マ
グ
ダ
レ
！
ナ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ラ
ス
区
に
あ
る
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
ニ
コ
ラ
ス
・
ト
ト
ラ
パ
ン
（
℃
ロ
Φ
σ
δ
ω
磐
三
8
市
日
。
け
。
－

冨
冨
p
）
の
墓
地
は
「
区
営
」
、
す
な
わ
ち
公
営
で
あ
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
二
〇
〇
二
年
の
時
点
で
は
、
埋
葬
の
権
利
に
は
「
ナ
テ

ィ
ー
ボ
」
と
「
外
来
者
」
の
線
引
き
が
存
在
し
て
い
た
。
墓
地
管
理
委
員
を
務
め
て
い
た
女
性
に
当
時
聞
い
た
話
に
よ
れ
ば
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」

の
み
に
永
代
埋
葬
の
権
利
が
あ
る
の
に
対
し
て
、
外
部
出
身
の
居
住
者
の
場
合
、
埋
葬
は
可
能
で
あ
る
が
七
年
間
に
限
ら
れ
、
こ
の
期
間
を
過

ぎ
た
後
は
、
屋
外
の
壁
面
に
設
置
さ
れ
た
納
骨
用
の
ロ
ッ
カ
ー
の
よ
う
な
も
の
（
壁
藏
墓
詣
ぎ
と
呼
ば
れ
る
）
に
入
れ
ら
れ
る
。
ま
た
、
同
地

区
の
出
身
者
で
あ
っ
て
も
、
そ
こ
に
居
住
し
て
い
な
か
っ
た
場
合
は
埋
葬
で
き
な
い
こ
と
も
あ
る
と
い
う
。

　
ト
ラ
ル
パ
ン
区
の
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
・
ア
フ
ス
コ
で
は
、
先
述
し
た
墓
守
の
老
人
に
よ
れ
ば
、
地
元
と
外
部
の
者
で
埋
葬
に
か
か

る
費
用
が
異
な
る
。
た
だ
し
お
金
を
払
え
ば
誰
で
も
入
れ
る
と
こ
の
人
物
は
述
べ
て
い
る
。
被
葬
者
の
決
定
は
墓
地
に
空
間
的
余
裕
が
あ
る
か

否
か
に
よ
っ
て
も
異
な
る
と
い
う
感
能
性
が
あ
る
。
実
際
に
、
メ
キ
シ
コ
州
と
の
境
界
近
く
に
位
置
す
る
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
ミ
ゲ
ル
・
ア
フ

ス
コ
の
墓
地
は
か
な
り
広
い
。
墓
地
に
お
け
る
埋
葬
の
権
利
の
差
は
、
墓
地
の
面
積
以
外
に
、
敷
地
が
、
（
一
）
区
の
所
有
、
（
二
）
エ
ヒ
ー
ド
、

（
三
）
共
岡
所
有
の
ど
れ
で
あ
る
か
、
ま
た
、
地
区
に
居
住
す
る
「
外
来
者
」
の
数
や
階
層
に
も
影
響
を
受
け
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
さ
ら

に
、
旧
先
住
民
村
落
に
は
、
多
く
の
場
合
、
墓
地
を
管
理
す
る
委
員
会
が
地
区
内
に
あ
り
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
や
ナ
テ
イ
ー
ボ
と
隅
様
の
ラ
イ

フ
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
者
が
委
員
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
の
調
査
で
は
富
裕
層
の
「
外
来
者
」
が
墓
地
管
理
委
員
会
の
成
員
に
な
っ
て
い
る

例
は
、
祭
礼
委
員
会
の
場
合
と
同
様
で
、
見
ら
れ
な
い
。
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第
五
節
　
　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
水
利
権

メキシコにおける「先住民」の定義とメキシコ市内旧先住民村落の「地元民」（縄野）

　
前
述
の
よ
う
に
、
旧
先
住
民
村
落
は
先
ス
ペ
イ
ン
期
か
ら
、
少
な
く
と
も
植
民
地
時
代
に
は
陸
地
で
あ
っ
た
。
す
な
わ
ち
、
湖
の
周
り
の
陸

地
か
、
湖
中
の
小
島
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
人
間
が
暮
ら
す
に
は
不
可
欠
な
水
が
手
に
入
っ
て
い
た
場
所
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ

モ
・
リ
デ
イ
セ
、
プ
エ
ブ
ロ
・
デ
・
ラ
・
マ
グ
ダ
レ
ー
ナ
・
コ
ン
ト
レ
ー
ラ
ス
（
℃
器
三
〇
著
い
p
ζ
p
。
印
q
α
巴
Φ
轟
O
o
山
江
鑓
ω
V
、
チ
マ
リ
ス
タ
ク

（
O
ザ
一
5
P
蝉
｝
一
の
画
鋤
O
）
と
い
っ
た
地
域
は
川
の
近
く
に
位
置
し
て
い
る
。
ま
た
、
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
ィ
エ
ス
は
、
か
つ
て
は
湖
岸
に
近
か
っ
た
。

さ
ら
に
、
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
バ
ル
ト
ロ
・
ア
メ
ヤ
ル
コ
（
℃
器
窪
。
ω
碧
b
d
9
。
答
。
δ
〉
ヨ
Φ
＜
9
・
ド
。
）
に
は
豊
富
な
湧
き
水
が
あ
り
、
独
自
の
洗
濯
二

曲
水
汲
み
場
が
あ
る
。
そ
こ
で
は
　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
、
あ
る
い
は
「
外
来
者
」
で
も
そ
れ
と
近
い
ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル
を
持
つ
人
々
が
洗
濯
し

た
り
、
家
庭
で
使
用
す
る
水
を
汲
む
光
景
が
見
ら
れ
る
。
同
時
に
彼
ら
の
社
交
場
と
も
な
っ
て
い
る
よ
う
だ
。
一
方
で
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
は

ほ
ぼ
無
縁
の
生
活
を
し
て
い
る
富
裕
層
向
け
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
の
住
人
の
話
で
は
、
雨
期
で
水
が
豊
富
な
時
は
地
区
の
湧
き
水
を
使
用
し
、
乾

期
で
水
が
足
り
な
く
な
る
と
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
バ
ル
ト
ロ
・
ア
メ
ヤ
ル
コ
側
か
ら
給
水
を
拒
否
さ
れ
、
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
の
住
人
共
岡
で
私

営
企
業
か
ら
給
水
車
を
呼
び
、
水
を
買
っ
て
い
る
と
の
こ
と
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
こ
の
地
区
で
は
水
利
権
を
握
っ
て
い
る
の
は
い
わ
ゆ
る
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
で
あ
り
、
同
じ
地
区
に
新
築
さ
れ
た
豪
華
な
コ
ン
ド

ミ
ニ
ア
ム
に
水
を
与
え
る
か
ど
う
か
、
彼
ら
が
決
定
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
た
だ
し
こ
の
よ
う
な
行
動
は
、
地
区
内
の
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」

の
人
数
の
方
が
多
く
な
け
れ
ば
可
能
と
は
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
都
心
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
よ
い
地
区
で
は
「
外
来
者
」
の
数
が
多
く
、
「
ナ
テ

ィ
ー
ボ
」
が
水
利
そ
の
他
生
活
に
不
可
欠
な
も
の
に
関
し
て
決
定
権
を
握
る
の
は
困
難
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。
先
述
の
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
リ

デ
ィ
セ
で
は
す
で
に
、
上
下
水
道
は
完
全
に
都
市
化
さ
れ
て
い
て
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
、
「
外
来
者
」
問
わ
ず
、
居
住
者
に
水
利
権
と
い
う
も
の

は
な
い
。
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第
六
節
　
　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
共
同
利
用
地
の
成
員

　
調
査
地
の
い
く
つ
か
に
は
、
共
同
利
用
地
で
あ
る
エ
ヒ
ー
ド
お
よ
び
テ
イ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
が
あ
る
。
こ
う
し
た
土
地
は
、
私
有
地
と
異
な

り
、
共
同
体
で
管
理
、
利
用
す
る
も
の
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
も
、
耕
作
地
に
つ
い
て
は
個
々
の
成
員
に
分
割
さ
れ
て
個
別
に
耕
作
さ
れ
て

い
る
の
が
一
般
的
で
あ
る
。
エ
ヒ
ー
ド
と
は
、
一
九
一
五
年
以
降
の
農
地
改
革
の
際
に
導
入
さ
れ
た
土
地
制
度
で
、
大
土
地
所
有
学
を
解
体
し

た
後
で
農
民
に
分
割
さ
れ
た
一
定
の
範
囲
の
土
地
を
、
複
数
の
農
民
が
共
同
で
利
用
権
を
有
す
る
が
、
土
地
そ
の
も
の
は
国
家
に
属
す
る
と
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

う
も
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
一
九
九
二
年
の
憲
法
改
正
に
よ
っ
て
売
買
が
許
さ
れ
、
私
有
地
化
へ
の
道
が
開
か
れ
た
。
一
方
、
テ
ィ
エ
ラ
・
コ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

ム
ナ
ル
は
植
民
地
時
代
か
ら
土
地
を
共
同
所
有
し
て
い
た
村
落
に
対
し
て
、
国
家
が
そ
の
土
地
に
対
す
る
権
利
を
確
認
し
た
も
の
で
あ
る
。
テ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

イ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
は
現
在
も
私
膚
地
化
の
対
象
に
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
プ
エ
ブ
ロ
・
サ
ン
・
バ
ル
ト
ロ
・
ア
メ
ヤ
ル
コ
で
は
、
二
〇
〇
二
年
、
コ
ム
ネ
ロ
（
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
の
成
員
）
の
会
合
の
告
知
が
通
り

に
貼
っ
て
あ
る
の
を
見
か
け
た
。
そ
こ
で
は
、
新
た
に
成
員
と
な
る
こ
と
を
希
望
す
る
者
の
承
認
が
議
題
の
一
つ
と
し
て
あ
げ
ら
れ
て
お
り
、

集
団
的
な
土
地
利
用
を
支
え
る
組
織
が
存
在
し
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
土
地
に
絡
む
問
題
は
非
常
に
デ
リ
ケ
ー
ト
で
あ
る
た
め
、
こ
の
会
合

の
詳
し
い
内
容
は
ま
だ
筆
者
に
は
明
確
に
な
っ
て
い
な
い
。

　
い
ず
れ
に
し
て
も
、
コ
ム
ネ
ロ
は
、
前
述
の
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
創
設
の
経
緯
か
ら
し
て
も
、
基
本
的
に
「
ナ
テ
ィ
！
ボ
」
が
な
る
こ
と

が
で
き
る
も
の
で
あ
る
。
仮
に
「
外
来
者
」
が
コ
ム
ネ
ロ
に
な
る
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
も
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
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①
　
メ
キ
シ
コ
市
内
の
旧
先
住
民
村
落
に
は
、
「
プ
エ
ブ
ロ
」
が
地
名
に
入
っ
て
い

　
る
地
区
と
、
そ
う
で
な
い
地
区
が
あ
る
が
、
い
ず
れ
に
し
て
も
旧
来
か
ら
の
住
人

　
は
居
住
地
区
を
門
プ
エ
ブ
ロ
」
と
呼
ん
で
い
る
。
ま
た
、
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ
・
ソ

　
チ
マ
ン
カ
（
ω
壁
　
一
U
O
同
Φ
5
N
O
　
）
ハ
O
O
ず
一
h
P
き
O
鋤
）
は
現
在
、
オ
フ
ィ
ス
、
高
級
マ
ン

シ
ョ
ン
、
商
店
、
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
に
囲
ま
れ
て
い
る
が
、
す
で
に
地
名

そ
の
も
の
が
行
政
上
は
消
え
て
、
ト
ラ
コ
ケ
メ
カ
ト
ル
・
デ
ル
・
バ
ジ
ェ
（
↓
幣

o
o
ρ
¢
①
ヨ
8
p
。
ユ
島
Φ
旧
く
跳
Φ
）
と
い
う
地
区
の
一
部
と
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
旧

来
の
住
人
は
サ
ン
・
ロ
レ
ン
ソ
教
会
周
辺
を
以
前
の
名
で
呼
ん
で
い
る
。
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②
な
お
、
二
〇
〇
二
年
九
月
と
二
〇
一
〇
年
九
月
の
現
地
調
査
は
歴
史
研
究
者
・

　
井
上
幸
孝
氏
と
豊
岡
で
行
っ
た
。

③
た
だ
し
、
大
学
都
市
（
O
幽
¢
匹
四
α
　
G
瓢
一
く
Φ
「
ω
一
什
帥
「
一
⇔
）
に
近
く
、
他
地
域
よ
り
も

　
都
市
化
さ
れ
て
い
る
コ
ヨ
ア
カ
ソ
区
で
は
一
九
九
〇
年
以
降
顕
著
な
人
口
増
加
は

　
見
ら
れ
な
い
。

④
葺
冥
＼
＼
≦
≦
≦
．
ヨ
8
導
冨
B
幹
象
m
。
び
白
×
＼
島
Φ
ヨ
。
韓
p
。
富
＼
①
く
。
r
号
ヨ
。
隣
算
邑

⑤
げ
§
ミ
。
量
巨
岩
き
置
＼
謀
ω
母
ミ

⑥
そ
の
村
で
は
、
婚
姻
以
外
の
理
由
で
他
村
か
ら
人
が
流
入
し
た
例
は
ほ
と
ん
ど

　
存
在
せ
ず
、
唯
｝
筆
者
が
知
っ
た
事
例
と
し
て
、
隣
村
か
ら
何
ら
か
の
事
情
で
移

　
り
住
ん
だ
男
性
（
数
年
前
に
死
亡
）
が
い
る
。
彼
は
村
内
の
あ
る
家
族
の
下
男
の

　
よ
う
な
暮
ら
し
を
し
て
い
た
が
、
書
入
全
体
か
ら
侮
蔑
的
な
扱
い
を
受
け
て
い
た
。

　
本
人
は
門
村
の
耕
作
地
を
与
え
ら
れ
た
こ
と
は
な
い
」
と
語
っ
て
い
た
。

⑦
事
例
に
関
し
て
、
本
稿
で
扱
わ
な
い
部
分
に
つ
い
て
は
、
灘
野
美
帆
・
井
上
幸

　
孝
「
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
に
お
け
る
明
地
元
民
』
と
『
外
来
者
』
の
関

　
係
」
二
〇
〇
五
年
（
前
掲
）
参
昭
…
。

⑧
そ
れ
は
、
＝
疋
額
を
決
め
て
徴
収
す
る
方
法
と
、
額
は
決
め
ず
に
そ
れ
ぞ
れ
の

　
意
志
に
応
じ
た
額
を
徴
収
す
る
方
法
が
あ
る
（
い
ず
れ
も
献
金
を
拒
否
さ
れ
る
場

　
合
も
あ
る
）
。
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
リ
デ
ィ
セ
の
祭
礼
委
員
会
は
後
者
の
仕
方
で
、

　
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
だ
け
で
な
く
、
「
外
来
者
」
の
家
々
も
訪
ね
、
献
金
を
募
っ
て

　
い
る
。

⑨
ほ
と
ん
ど
の
場
合
、
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
が
ひ
と
つ
は
呼
ば
れ
て
い
る
。
他
に
も
資

　
金
が
あ
れ
ば
マ
リ
ア
ッ
チ
の
楽
団
を
呼
ぶ
場
合
が
あ
る
。
楽
団
は
、
「
あ
そ
こ
の

　
ブ
ラ
ス
バ
ン
ド
が
い
い
ら
し
い
」
な
ど
の
噂
が
あ
り
、
交
渉
し
て
呼
ん
で
い
る
。

⑩
サ
ン
・
ニ
コ
ラ
ス
・
ト
ト
ラ
パ
ン
の
祭
礼
（
二
〇
〇
二
年
観
察
）
で
は
ロ
デ
オ

　
（
暴
れ
牛
に
男
性
が
乗
り
、
振
り
落
と
さ
れ
な
い
者
が
勝
者
と
な
る
。

　
日
本
で
は
暴
れ
馬
の
ロ
デ
オ
が
映
画
な
ど
で
知
ら
れ
て
い
る
）
、
サ
ン
・

　
ロ
レ
ン
ソ
・
ソ
チ
マ
ン
カ
の
祭
礼
（
二
〇
〇
九
年
観
察
）
で
は
笑
い
話
や
伝
承
を

　
語
る
グ
ル
…
プ
、
サ
ン
・
ヘ
ロ
ニ
モ
・
リ
デ
ィ
セ
の
祭
礼
（
二
〇
一
〇
年
観
察
）

　
で
は
オ
…
ケ
ス
ト
ラ
、
ラ
テ
ン
・
ジ
ャ
ズ
の
バ
ン
ド
、
社
交
ダ
ン
ス
な
ど
、
様
々

　
で
あ
る
。

⑪
　
一
般
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
の
聖
血
を
管
理
す
る
係
を
指
す
。

⑫
石
井
章
『
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
農
地
改
革
論
㎞
学
術
出
版
：
東
京
、
二
〇
〇
八
年
、

　
山
a
ニ
ー
山
姫
四
頁
。

⑬
9
旨
魯
9
＜
昼
ミ
。
ミ
ミ
ミ
。
味
。
§
沈
埋
。
書
≧
ミ
壽
ミ
ぎ
肺
隷
、
き
N

　
肉
噴
ミ
§
§
鳶
§
趣
ミ
。
㌔
、
魯
ミ
耐
沁
耐
隷
騎
§
儀
旨
さ
、
ミ
ミ
い
貸
嚇
ミ
b
鳴
竃
、
魯
－

　
ミ
鴨
ミ
譜
さ
ミ
8
Q
営
℃
Φ
け
言
い
磐
α
Q
　
即
言
・
」
㊤
8
¶
O
ロ
．
誤
謁
ρ

⑭
と
は
い
え
、
筆
者
が
調
査
し
て
き
た
、
オ
ア
バ
カ
州
、
ミ
シ
ュ
テ
カ
高
地
の
村

　
落
は
、
そ
の
地
理
的
領
域
す
べ
て
が
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
で
あ
る
に
か
か
わ
ら

　
ず
、
実
際
に
は
、
個
々
人
に
分
割
さ
れ
た
耕
作
地
が
村
人
同
士
に
か
ぎ
っ
て
売
買

　
も
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
は
他
に
も
多
く
存
在
す
る
と
思
わ
れ
る
。

第
三
章
　
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
は
「
先
住
民
」
か
　
…
オ
ア
バ
カ
州
一
先
住
民
村
落
と
の
比
較
1

こ
こ
ま
で
記
述
し
た
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
に
は
、
地
元
民
を
意
味
す
る
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
を
自
称
す
る
人
々
が
お
り
、

ほ
と
ん
ど
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
し
に
閉
じ
た
組
織
や
活
動
が
存
在
し
て
い
る
。

か
。
結
論
を
言
え
ば
、
そ
れ
は
「
メ
キ
シ
コ
人
」
で
「
メ
キ
シ
コ
市
民
」

「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
は
現
在
の
メ
キ
シ
コ
で
統
計
上
は
何
者
に
な
る
の

（173）

で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
「
先
住
民
」
で
も
な
く
、
ま
た
、
か
つ
て
は
　
鵬



そ
れ
ら
の
地
域
で
話
さ
れ
て
い
た
ナ
ワ
ト
ル
語
や
オ
ト
ミ
ー
語
も
今
は
話
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
「
ナ
ワ
人
」
や
「
オ
ト
ミ
i
人
」
で
も
な
い
。

　
し
か
し
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
イ
！
ボ
」
の
組
織
形
態
や
言
動
は
、
著
者
が
｝
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
｝
年
ま
で
調
査
し
た
オ
ア
バ
カ
州

の
一
先
住
民
村
落
の
人
々
の
そ
れ
と
多
数
の
共
通
点
が
あ
る
。
以
下
、
第
一
節
で
は
、
オ
ア
バ
カ
州
の
一
村
落
に
つ
い
て
、
そ
の
概
観
に
つ
づ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

い
て
、
祭
礼
、
墓
地
、
共
同
利
用
地
貫
に
つ
い
て
簡
潔
に
記
述
す
る
。
そ
し
て
第
二
節
で
は
、
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー

ボ
」
と
の
類
似
性
に
つ
い
て
記
述
す
る
。

174 （174）

第
…
節
　
オ
ア
バ
カ
州
、
一
先
住
民
村
落
の
自
称
、
祭
礼
、
墓
地
、
水
利
権
、
共
同
利
用
地

　
こ
こ
で
例
と
し
て
と
り
あ
げ
る
村
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
は
、
メ
キ
シ
コ
の
南
部
、
オ
ア
バ
カ
州
の
高
地
ミ
シ
ュ
テ
カ
（
ミ
シ
ュ
テ
カ
・
ア
ル

タ
罫
簿
①
8
≧
邑
と
呼
ば
れ
る
山
間
部
に
位
置
し
て
お
り
、
総
面
積
は
四
五
・
一
平
方
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
あ
る
。
行
政
的
に
は
ム
ニ
シ
ピ
オ

（
ヨ
信
】
P
一
〇
一
”
一
〇
）
と
い
う
、
国
家
行
政
の
最
小
基
本
単
位
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
村
で
の
筆
者
の
調
査
の
終
了
期
間
に
あ
た
る
二
〇
〇
〇
年
一
二

月
に
村
役
場
で
作
成
さ
れ
た
統
計
に
よ
る
と
、
人
口
は
六
八
一
人
、
世
帯
数
は
二
一
四
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
、
「
村
に
居
住
し
て
い
る
者
と
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

の
世
帯
」
の
数
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
村
外
に
居
住
し
て
い
る
者
を
含
ん
で
い
な
い
。
H
窯
国
Ω
H
に
よ
る
二
〇
〇
五
年
の
人
口
（
注
②
で
記
し
た

よ
う
に
ト
ト
ヌ
ン
ド
を
の
ぞ
く
）
は
七
六
六
人
と
あ
る
が
、
同
様
の
数
え
方
を
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
二
〇
〇
〇
年
の
時
点
で
、
村
で
出
生

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

し
た
者
の
う
ち
少
な
く
と
も
四
六
％
は
村
外
に
居
住
し
て
い
た
。
移
住
先
で
最
も
多
い
の
は
首
都
の
メ
キ
シ
コ
市
で
、
出
生
登
録
人
口
の
二
五

％
を
占
め
て
い
た
が
、
二
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
か
ら
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
へ
と
流
出
す
る
者
が
顕
著
に
増
え
て
き
た
。

　
村
に
は
い
く
つ
か
の
組
織
が
あ
る
。
そ
れ
は
お
も
に
村
役
場
を
中
心
と
し
た
行
政
的
組
織
と
、
祭
礼
の
遂
行
を
中
心
と
し
た
宗
教
的
組
織
に

分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
ら
の
組
織
の
仕
事
は
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
で
は
「
カ
ル
ゴ
（
O
鋤
民
け
q
O
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
カ
ル
ゴ
と
は
ス

ペ
イ
ン
語
で
義
務
的
な
職
務
を
意
激
す
る
。
そ
れ
は
、
村
の
行
政
学
お
よ
び
宗
教
的
な
さ
ま
ざ
ま
な
役
職
を
世
帯
王
が
漸
う
義
務
を
負
う
と
い

う
も
の
で
、
行
政
的
役
職
の
場
合
、
一
年
間
も
し
く
は
三
年
間
の
無
償
奉
仕
と
な
り
、
宗
教
的
役
職
の
場
合
は
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
を
遂
行
す
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表3　サン・マルチィン在住者によるさまざまな「名乗り」

選択の状況もしくは意識される他者名乗り

人同士の会話で自然に表出／近郊の他の村の人々やアヘン
ア・ムニシパルの言々に対して

人同士の会話で自然に表出／村内の他の集落の人々に対し

アバカ州の外の都市部へ出て行ったとき、オアバカ州の出
者でない入々に対して

国人（＝非メキシコ人）に対して

民でない人々や都市部で生まれ育った者に対して

究者や外国人に対して

究者や、インディヘナのカテゴリーに入れられていない外
の人々に対して

村
シ
村
て
オ
身
外
農
研
研
部

a．サン・マルチインの者

b，サン・マルチィン内の集落の者

。．

d
，

e．

f
’

g・

オアバカの者

メキシコ人

農　　民
ミシュテコ人

インディオまたはインディヘナ

出典　澗i野美帆，2006年（注参照），60頁。

備考　出身地や繊自に関する「名乗り」に限定する。すなわち，性別や年代，家族関係などに二つ

　　くものは除外する。

る
が
、
そ
の
た
め
に
か
か
る
費
用
も
調
達
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
大
き
な
経
済
的
負
担
が

か
か
る
。
こ
れ
ら
の
カ
ル
ゴ
は
成
人
し
て
か
ら
年
老
い
て
働
け
な
く
な
る
ま
で
数
年
ご
と

に
担
い
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
行
政
的
お
よ
び
宗
教
的
カ
ル
ゴ
は
植
民
地
時
代
に
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

源
が
あ
り
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
広
い
地
域
の
村
落
社
会
に
見
ら
れ
る
が
、
現
在
に
い
た

る
ま
で
変
遷
し
て
き
て
お
り
、
ま
た
そ
の
形
態
に
も
各
地
で
多
様
性
が
あ
る
。
し
か
し
サ

ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
人
び
と
に
と
っ
て
は
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
カ
ル
ゴ
は
所
与
の
も

の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
続
け
て
き
た
、
そ
し
て
こ
れ
か
ら
も
続
け
る
べ
き
習
慣
で
あ
る
。

　
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
カ
ル
ゴ
は
右
記
の
二
種
類
に
加
え
て
、
村
が
近
代
化
す
る
に
つ

れ
て
、
新
た
な
機
関
が
創
設
さ
れ
る
た
び
に
増
え
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
小
学
校
や
中
学

校
の
P
T
A
、
考
古
遺
跡
博
物
館
の
役
員
、
衛
星
公
衆
電
話
の
オ
ペ
レ
1
タ
i
（
現
在
は

携
帯
電
話
等
発
達
し
た
た
め
廃
止
）
な
ど
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
で
は
す
べ
て
無
償
奉
仕
の

役
職
で
あ
り
、
「
カ
ル
ゴ
」
と
呼
ば
れ
る
。

　
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
で
は
、
カ
ル
ゴ
へ
の
就
任
は
村
長
よ
り
指
名
さ
れ
る
。
立
候
補
が

あ
っ
た
場
合
で
も
、
最
終
的
に
は
村
長
か
ら
任
命
さ
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
大
き
な
力
を
も

っ
た
村
長
は
、
村
在
住
の
世
帯
主
が
集
会
を
開
き
、
推
薦
お
よ
び
挙
手
に
よ
っ
て
選
出
さ

れ
る
。
選
ば
れ
た
者
は
、
た
と
え
三
年
間
の
無
償
奉
仕
が
不
都
合
で
あ
っ
て
も
拒
む
こ
と

は
許
さ
れ
な
い
。
す
な
わ
ち
、
村
長
は
、
「
村
人
の
総
意
」
に
よ
っ
て
「
村
長
と
い
う
カ

ル
ゴ
」
を
強
制
的
に
担
わ
さ
れ
た
者
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
村
長
に
よ
る
カ
ル
ゴ
へ
の

指
名
お
よ
び
任
命
は
「
村
の
決
定
」
と
し
て
の
権
威
を
も
つ
の
で
あ
り
、
同
時
に
村
長
か
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⑤

ら
の
任
命
を
拒
む
こ
と
は
「
村
の
決
定
」
を
否
定
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
、
と
解
釈
で
き
る
。
村
の
カ
ル
ゴ
は
、
（
二
）
以
下
に
簡
潔
に
ま
と

め
る
さ
ま
ざ
ま
な
行
事
や
組
織
と
関
連
し
て
い
る
。
そ
れ
ら
に
つ
い
て
記
述
す
る
前
に
、
ま
ず
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
人
々
の
他
称
お
よ
び

自
称
に
つ
い
て
記
述
す
る
。
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（
一
）
　
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
居
住
者
と
移
住
者
の
他
称
と
自
称

　
こ
の
村
の
居
住
者
は
統
計
上
何
者
と
さ
れ
て
い
る
の
か
、
他
者
か
ら
何
と
呼
ば
れ
て
い
る
の
か
、
ま
た
、
何
と
自
称
し
て
い
る
の
か
。
統
計

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

上
、
ミ
シ
ュ
テ
コ
語
を
失
っ
た
大
半
の
村
人
は
先
住
民
の
数
に
入
ら
な
い
が
、
研
究
書
の
「
ミ
シ
ュ
テ
コ
人
居
住
地
区
」
に
は
入
っ
て
い
る
。

サ
ン
・
マ
ル
チ
イ
ン
に
隣
接
し
、
幹
線
道
路
か
ら
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
よ
り
奥
に
位
遣
す
る
、
サ
ン
・
フ
ア
ン
・
ヌ
ミ
（
ω
軸
5
｝
⊆
磐
窯
自
B
同
）
で

は
今
も
ミ
シ
ュ
テ
コ
語
話
者
が
多
い
の
で
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
で
ミ
シ
ュ
テ
コ
語
が
失
わ
れ
た
背
景
に
は
都
市
へ
の
ア
ク
セ
ス
の
良
さ
も
影

響
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
居
住
者
は
、
自
分
た
ち
が
「
先
住
民
」
や
「
ミ
シ
ュ
テ
コ
人
」
と
言
わ
れ
る
存
在
で
あ
る
こ

と
は
知
っ
て
い
る
。
で
は
自
称
は
ど
う
か
。
そ
れ
は
、
一
般
に
自
称
と
い
う
も
の
が
そ
う
で
あ
る
よ
う
に
、
誰
を
他
者
と
し
て
認
識
し
て
い
る

か
に
よ
っ
て
、
状
況
に
応
じ
た
使
い
分
け
が
あ
る
。
し
か
し
、
表
に
示
し
た
よ
う
に
、
最
も
頻
繁
に
口
に
す
る
自
称
は
「
村
人
」
も
し
く
は

「
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
者
」
で
あ
る
（
表
3
）
。

　
一
方
で
、
前
述
の
よ
う
に
、
自
称
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
は
い
な
い
。
な
ぜ
な
ら
村
内
に
は
「
外
来
者
」
が
基
本
的
に
い
な
い
か
ら
で
あ
る
。
サ

ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
で
は
、
村
出
身
者
と
婚
姻
関
係
に
あ
る
者
を
の
ぞ
い
て
は
、
土
地
を
「
外
来
者
」
に
渡
す
こ
と
は
な
く
、
「
外
来
者
」
が
安

易
に
居
住
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
す
な
わ
ち
、
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
を
意
味
す
る
自
称
を
生
成
さ
せ
る
他
者
は
村
内
に
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

（
二
）
　
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼

村
役
場
を
は
じ
め
と
す
る
行
政
的
な
仕
事
は
、

基
本
的
に
村
に
居
住
し
て
い
な
け
れ
ば
で
き
な
い
。
し
か
し
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
遂
行
は
、
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村
外
に
移
住
し
た
者
で
も
摂
え
る
も
の
で
あ
る
。
植
民
地
時
代
、
広
く
カ
ト
リ
ッ
ク
の
布
教
が
行
わ
れ
た
メ
キ
シ
コ
で
は
、
ど
の
村
、
町
、
市

に
も
そ
の
中
心
に
は
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
が
あ
る
。
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
も
例
外
で
は
な
く
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
、
教
会
に
遣
か
れ
て
い
る
聖
像
、

そ
の
聖
像
を
ま
つ
る
祭
礼
は
、
村
人
に
と
っ
て
た
い
へ
ん
重
要
で
あ
る
。
移
住
者
に
と
っ
て
も
、
移
住
先
に
カ
ト
リ
ッ
ク
教
会
は
あ
る
も
の
の
、

出
身
地
の
教
会
と
聖
像
が
よ
り
深
い
信
仰
の
対
象
で
あ
る
こ
と
が
多
い
。

　
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
か
ら
メ
キ
シ
コ
市
へ
と
流
出
し
た
移
住
者
は
、
以
前
か
ら
祭
礼
の
た
め
に
献
金
は
し
て
き
た
が
、
一
九
九
〇
年
代
初
頭

か
ら
、
祭
礼
遂
行
の
最
高
責
任
者
で
あ
る
第
一
マ
ヨ
ル
ド
モ
（
買
ぎ
興
ヨ
磐
o
a
o
B
o
）
の
役
も
担
う
よ
う
に
な
っ
た
。
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
か

ら
移
住
し
た
者
で
も
、
時
に
帰
郷
し
、
村
在
住
者
に
快
く
迎
え
ら
れ
る
こ
と
を
望
む
な
ら
、
村
在
住
者
と
同
様
に
、
村
の
た
め
に
無
償
も
し
く

は
金
銭
的
負
担
を
承
知
で
義
務
的
な
役
職
、
す
な
わ
ち
「
カ
ル
ゴ
」
を
担
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
祭
礼
の
マ
ヨ
ル
ド
モ
の
役
は
、
都
市
に
い

な
が
ら
そ
れ
を
実
現
す
る
も
の
で
あ
る
。

　
（
三
）
　
墓
　
地

　
村
居
住
者
が
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
墓
地
に
埋
葬
が
許
さ
れ
る
か
ど
う
か
を
心
配
し
て
い
る
の
は
、
一
〇
年
以
上
の
つ
き
あ
い
の
中
で
見

た
こ
と
が
な
い
。
し
か
し
村
外
へ
と
移
住
し
た
者
に
関
し
て
は
、
村
の
墓
地
に
死
者
の
埋
葬
を
望
む
遺
族
に
対
し
て
、
村
役
場
が
献
金
を
求
め

る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
。
そ
の
よ
う
な
事
態
に
な
ら
な
い
よ
う
に
と
、
移
住
先
の
都
市
か
ら
村
役
場
に
献
金
を
す
る
、
あ
る
い
は
村
の
祭
礼
遂

行
の
た
め
に
協
力
、
献
金
す
る
な
ど
、
「
村
へ
の
貢
献
」
を
し
て
い
る
都
市
移
住
者
は
存
在
す
る
。
ま
た
、
メ
キ
シ
コ
市
に
在
住
す
る
サ
ン
・

マ
ル
チ
ィ
ン
出
身
者
が
、
村
の
墓
地
拡
張
の
た
め
に
募
金
活
動
を
行
っ
た
こ
と
も
あ
る
。
そ
れ
は
自
分
た
ち
の
埋
葬
先
を
村
に
確
保
し
よ
う
と

す
る
行
動
だ
と
思
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
都
市
移
住
者
の
村
へ
の
埋
葬
は
、
無
条
件
で
は
な
い
。
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（
四
）
　
水
利

　
村
に
は
い
く
つ
か
の
集
落
が
あ
る
が
、
少
な
く
と
も
中
心
部
で
は
川
の
水
を
各
家
屋
の
前
ま
で
引
き
、
そ
こ
に
蛇
口
を
取
り
付
け
て
い
る
。

家
屋
内
に
洗
面
台
や
流
し
台
を
所
有
す
る
者
は
ほ
と
ん
ど
い
な
い
。
水
を
引
く
た
め
の
土
木
作
業
も
村
居
住
者
が
協
力
し
合
っ
て
行
う
も
の
で

あ
る
。
こ
う
し
た
短
期
の
肉
体
労
働
に
よ
る
村
へ
の
奉
仕
は
「
テ
キ
オ
（
富
ρ
三
。
）
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
年
単
位
の
村
へ
の
無
償
奉

仕
で
あ
る
「
カ
ル
ゴ
」
と
本
質
的
に
は
同
じ
も
の
と
い
え
る
。
畑
の
灌
概
設
備
は
全
世
帯
に
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
設
置
で
き
る
か
ど
う
か
は

各
世
帯
の
経
済
状
況
に
よ
る
。

　
都
市
移
住
者
は
村
居
住
者
と
水
を
め
ぐ
っ
て
争
う
こ
と
は
な
い
。
ま
た
、
村
内
に
は
、
村
人
が
成
員
と
認
め
る
、
あ
る
い
は
認
め
て
い
な
く

て
も
例
外
的
に
居
住
を
許
可
し
た
者
し
か
暮
ら
し
て
い
な
い
の
で
、
村
内
で
水
の
権
利
を
縁
の
な
い
「
外
来
者
」
と
の
問
で
争
う
こ
と
は
な
い
。

さ
ら
に
、
居
住
人
口
が
一
〇
〇
〇
人
に
も
満
た
な
い
こ
と
も
影
響
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
村
内
の
居
住
者
同
士
で
水
利
権
を
め
ぐ
っ
て

争
っ
た
事
例
を
聞
い
た
こ
と
は
な
い
。
隣
接
す
る
村
と
の
問
に
お
い
て
も
、
少
な
く
と
も
　
九
九
〇
年
か
ら
二
〇
〇
一
年
の
間
に
は
水
利
権
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

め
ぐ
る
葛
藤
に
つ
い
て
耳
に
し
た
こ
と
は
な
い
。
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（
五
）
　
共
周
利
用
地

　
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
土
地
は
、
国
家
に
よ
っ
て
、
共
同
利
用
地
の
ひ
と
つ
で
あ
る
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
と
い
う
法
的
地
位
を
与
え
ら
れ

て
い
る
。
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
は
、
共
同
体
の
成
員
だ
け
の
共
同
利
用
地
で
あ
り
、
外
部
の
者
に
売
っ
た
り
、
譲
っ
た
り
、
あ
る
い
は
外
部

に
対
し
て
抵
当
に
入
れ
る
こ
と
は
法
律
上
認
め
ら
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
テ
ィ
エ
ラ
・
コ
ム
ナ
ル
の
う
ち
、
森
林
を
の

ぞ
く
耕
作
地
は
、
村
人
み
ず
か
ら
に
よ
っ
て
村
の
個
々
人
に
分
割
さ
れ
て
い
て
、
私
有
地
同
然
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
ま
た
村
人
同
士
の
聞
で
は

売
買
も
行
っ
て
い
る
。
こ
う
し
た
、
共
同
体
内
の
成
員
間
の
事
実
上
の
売
買
は
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
に
限
ら
ず
、
メ
キ
シ
コ
で
広
く
行
わ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
で
は
誰
を
共
同
体
の
成
員
と
す
る
の
か
。
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
場
合
、
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
出
身
者
も
し
く
は
外
部
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出
身
で
も
そ
の
配
偶
者
で
あ
る
。
こ
う
し
た
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
土
地
の
共
同
利
用
（
耕
作
地
の
事
実
上
の
所
有
）

人
の
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
、
「
村
の
者
」
で
あ
る
こ
と
に
さ
せ
る
大
き
な
要
因
で
あ
る
。

第
二
節
　
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
と
オ
ア
ハ
カ
州
先
住
民
村
落
の
類
似
性

は
、
村
落
内
に
暮
ら
す
住

　
こ
こ
ま
で
の
記
述
か
ら
も
わ
か
る
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
、
オ
ア
バ
カ
州
の
先
住
民
村
落
の
人
々

が
有
す
る
組
織
や
価
値
観
に
は
い
く
つ
も
の
共
通
項
が
あ
る
。

　
ま
ず
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
祭
礼
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
関
し
て
は
は
っ
き
り
と
し
た
類
似
性
が
存
在
す
る
。
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ

ィ
ー
ボ
」
た
ち
は
、
オ
ア
バ
カ
の
村
落
出
身
者
同
様
に
、
祭
礼
遂
行
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
違
い
は
、
前
者
が
「
ナ
テ

ィ
ー
ボ
」
だ
け
で
な
く
、
「
外
来
者
」
か
ら
も
あ
る
程
度
の
献
金
を
受
け
て
い
る
点
で
あ
る
。
オ
ア
ハ
カ
州
の
先
住
民
村
落
の
場
合
、
都
市
移

住
者
か
ら
の
献
金
を
あ
て
に
し
て
い
る
が
、
村
出
身
者
と
そ
の
配
偶
者
で
な
い
者
か
ら
は
献
金
を
受
け
て
い
な
い
。

　
墓
地
と
埋
葬
に
つ
い
て
は
、
あ
る
程
度
の
類
似
性
が
あ
る
。
旧
先
住
民
村
落
で
は
、
墓
地
に
よ
っ
て
は
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
が
優
遇
さ
れ
て
い

る
が
、
「
外
来
者
」
と
の
問
に
権
利
に
差
が
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
に
は
「
外
来
者
」
が
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
は
基
本
的
に

な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
、
共
通
し
て
い
る
の
は
、
い
ず
れ
も
「
自
分
の
『
村
』
の
墓
に
埋
葬
さ
れ
た
い
」
と
望
ん
で
い
る
こ
と
で
あ
る
。
サ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
か
ら
移
住
し
た
者
も
、
そ
の
多
く
は
死
後
村
で
埋
葬
さ
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
い
う
。

　
水
利
に
つ
い
て
は
両
者
に
あ
ま
り
共
通
項
は
な
い
。
旧
先
住
民
村
落
の
な
か
で
も
す
で
に
都
市
化
さ
れ
た
地
域
で
は
、
上
下
水
道
が
整
っ
て

い
て
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
が
関
わ
る
余
地
は
な
い
。
豊
富
な
湧
き
水
な
ど
の
水
資
源
が
あ
り
、
そ
こ
に
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
が
多
く
住
ん
で
い
れ

ば
、
湧
き
水
利
用
の
主
導
権
を
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
が
お
も
に
握
る
こ
と
も
あ
る
。
と
は
い
え
、
湧
き
水
利
用
を
制
限
さ
れ
た
「
外
来
者
」
は
、

艮
問
会
社
か
ら
の
給
水
を
受
け
て
、
屋
上
の
タ
ン
ク
に
水
を
貯
め
れ
ば
そ
れ
で
生
活
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
特
に
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
「
外
来

者
」
間
の
葛
藤
の
元
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
に
関
し
て
は
、
村
を
流
れ
る
川
の
利
用
に
関
し
て
特
に
資
格
上
の
制
限
は
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な
い
。
お
金
が
出
せ
な
い
な
ど
の
理
由
で
、
川
か
ら
自
宅
庭
先
ま
で
水
を
引
き
込
ん
で
い
な
い
家
は
存
在
す
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
そ
の

場
合
は
、
川
や
泉
ま
で
水
を
汲
み
に
行
け
ば
い
い
の
で
あ
る
。

　
共
同
利
用
地
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
成
員
に
制
限
を
設
け
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
共
同
利
用
地
が
今
も
存
在
す
る
旧
先
住
民
村
落
の
場
合

は
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
が
そ
れ
を
利
用
す
る
成
員
で
あ
り
、
新
た
な
成
員
を
加
え
る
場
合
で
も
、
現
成
員
の
承
認
が
必
要
で
あ
る
。
サ
ン
・
マ

ル
チ
ィ
ン
の
場
合
、
「
外
来
者
」
は
基
本
的
に
村
の
土
地
（
前
述
の
よ
う
に
す
べ
て
共
同
利
用
地
で
あ
る
）
で
耕
作
や
放
牧
を
し
た
り
、
木
の
伐
採

を
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。

　
こ
の
よ
う
に
、
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
組
織
や
価
値
観
は
、
オ
ア
バ
カ
の
「
先
住
民
」
村
落
の
そ
れ
と
類
似
し
て
い
る
。

し
か
し
、
彼
ら
は
「
先
住
民
」
と
呼
ば
れ
て
い
な
い
し
、
ま
た
、
彼
ら
の
自
称
の
な
か
に
も
「
先
住
民
」
や
、
あ
る
い
は
「
オ
ト
ミ
ー
人
」
と

い
う
も
の
は
な
い
。
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
人
々
の
問
で
、
も
っ
と
も
異
な
る
の
は
、
「
外
来
者
」

と
同
じ
土
地
で
暮
ら
し
て
い
る
か
ど
う
か
で
あ
る
。
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
は
、
も
は
や
そ
の
境
界
線
を
失
い
、
旧
来
の
住
人
は
多
数

の
「
外
来
者
」
と
と
も
に
暮
ら
し
て
い
る
か
ら
こ
そ
、
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
と
い
う
自
称
が
生
ま
れ
て
い
る
こ
と
は
す
で
に
記
述
し
て
き
た
。

　
も
っ
と
も
旧
先
住
民
村
落
に
お
け
る
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
範
疇
や
境
界
は
、
「
民
族
集
団
」
の
範
疇
同
様
に
あ
い
ま
い
な
も
の
で
あ
る
。
状

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

況
に
よ
っ
て
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
の
範
疇
に
入
る
可
能
性
の
あ
る
者
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
人
々
を
想
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
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（一

j
（
二
）

（
三
）

（
四
）

（
五
）

あ
る
旧
先
住
民
村
落
に
何
世
代
も
前
か
ら
暮
ら
し
て
い
る
家
族
の
成
員
と
し
て
、
地
区
内
で
生
ま
れ
た
者

（一

j
の
配
偶
者

（一

j
の
家
族
だ
が
外
部
に
流
出
し
、
そ
れ
で
も
な
お
「
ナ
テ
ィ
！
ボ
」
で
い
る
こ
と
を
望
む
者

外
部
出
身
で
も
そ
の
地
域
に
何
年
も
暮
ら
し
、
祭
礼
そ
の
他
の
行
事
や
組
織
に
関
わ
っ
て
い
る
者

（
三
）
、
（
四
）
に
該
当
す
る
人
物
の
配
偶
者
や
そ
の
子
孫
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こ
れ
ら
五
つ
の
タ
イ
プ
の
う
ち
、
（
　
）
は
も
っ
と
も
問
題
な
く
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
見
な
さ
れ
る
人
々
で
あ
る
。
た
だ
し
、
祭
礼
や
行
事

に
、
献
金
を
含
め
ま
っ
た
く
関
わ
ら
な
け
れ
ば
、
地
域
墓
地
へ
の
埋
葬
な
ど
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
し
て
の
権
利
は
得
ら
れ
な
い
と
い
う
可
能

性
が
あ
る
。
（
一
）
以
外
の
人
々
は
範
疇
に
入
る
場
合
と
入
ら
な
い
場
合
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
（
一
）
の
タ
イ
プ
に
相
当
す
る
人
々
か
ら
「
ナ

テ
ィ
ー
ボ
」
同
然
の
扱
い
を
受
け
る
か
否
か
は
、
祭
礼
遂
行
組
織
へ
の
協
力
な
ど
を
通
し
て
地
区
の
行
事
に
参
加
・
貢
献
し
て
い
る
こ
と
を
示

し
、
そ
れ
が
他
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
た
ち
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
に
か
か
っ
て
い
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
～
方
、
主
観
的
に
自
ら
を

「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
み
な
す
か
ど
う
か
は
、
誰
を
他
者
と
し
て
認
識
し
て
い
る
か
に
も
影
響
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
（
四
）
や
（
五
）
に
相
当

す
る
人
物
は
、
（
一
）
の
よ
う
な
人
物
の
前
で
は
自
分
は
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
と
は
言
え
な
い
」
と
感
じ
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
筆
者
の
よ

う
な
完
全
な
よ
そ
者
を
相
手
に
し
て
い
る
時
は
、
「
ナ
テ
ィ
1
ボ
」
と
し
て
振
る
舞
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
他
方
、
外
部
か
ら
移
り
住
み
、
村
の
行
事
や
祭
礼
に
深
く
関
わ
ら
ず
、
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
と
ほ
と
ん
ど
付
き
合
い
も
し
な
い
住
人
、
す
な
わ

ち
、
豪
邸
や
豪
華
な
コ
ン
ド
ミ
ニ
ア
ム
に
暮
ら
す
よ
う
な
裕
福
な
人
々
は
、
決
し
て
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
呼
ば
れ
る
こ
と
は
な
い
。
ま
た
そ
の

よ
う
に
呼
ば
れ
る
こ
と
を
望
ん
で
も
い
な
い
。

　
こ
こ
ま
で
の
記
述
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
市
内
の
旧
先
住
民
村
落
に
は
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
と
自
称
す
る
人
々
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が

存
在
す
る
。
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
は
居
住
地
区
に
お
け
る
祭
礼
お
よ
び
（
地
区
に
も
よ
る
が
）
死
後
の
埋
葬
地
と
い
う
非
日
常
的
世
界
に
お
い
て
特

権
を
有
し
て
お
り
、
ま
た
積
極
的
に
関
わ
っ
て
貢
献
し
て
い
る
。
一
方
で
、
裕
福
な
「
外
来
者
」
は
そ
の
よ
う
な
「
特
権
」
に
執
着
は
な
い
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
る
。
そ
れ
は
「
ナ
テ
イ
ー
ボ
」
や
、
将
来
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
に
な
り
得
る
よ
う
な
、
他
州
の
農
村
部
か
ら
流
入
し
た
「
外
来

者
」
に
と
っ
て
の
み
意
味
の
あ
る
行
為
で
あ
る
。
彼
ら
は
そ
う
し
て
、
自
分
が
安
心
し
て
帰
属
で
き
る
居
場
所
を
得
て
い
る
の
で
あ
る
。

①
　
詳
し
く
は
、
暉
野
美
帆
噸
メ
キ
シ
コ
、
先
佳
民
共
同
体
と
都
市
　
一
都
市
移
住

　
者
を
取
り
込
ん
だ
「
伝
統
的
」
組
織
の
変
容
1
㎞
二
〇
〇
六
年
（
前
掲
）
参
照
。

②
一
九
九
四
年
に
村
で
作
成
さ
れ
た
統
計
で
は
、
そ
の
時
点
で
の
居
住
地
に
か
か

わ
ら
ず
、
「
村
で
出
生
登
録
を
行
っ
た
者
」
が
数
え
ら
れ
て
い
た
の
で
、
著
し
く

数
字
が
異
な
る
。
ま
た
一
九
七
〇
年
代
に
、
内
部
の
一
集
落
か
ら
ア
ヘ
ン
シ
ア
・

ム
ニ
シ
パ
ル
（
鋤
帥
q
窪
。
聴
診
傷
臣
。
ε
鉱
）
と
い
う
半
独
立
的
な
地
位
を
得
た
、
ト
ト
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ヌ
ン
ド
と
い
う
地
域
は
村
役
場
作
成
の
統
計
に
含
ま
れ
て
い
な
い
。

③
移
住
の
要
因
に
つ
い
て
は
、
輝
野
美
帆
㎎
メ
キ
シ
コ
、
先
往
民
共
同
体
と
都
市

　
…
都
市
移
住
者
を
取
り
込
ん
だ
「
伝
統
的
」
組
織
の
変
容
一
㎞
二
〇
〇
六
年
（
前

　
掲
）
、
一
七
～
－
一
七
二
頁
参
照
。

④
丙
。
諺
σ
器
「
ピ
舞
ミ
さ
葺
。
9
含
ミ
駐
§
ミ
譜
自
磁
。
恥
．
¢
眩
く
．
》
三
9
。
ヨ
。
・

　
住
鉱
国
険
巴
0
9
ζ
Φ
邑
8
”
↓
o
一
g
ρ
6
8
、
b
や
窃
。
。
出
㊤
．

⑤
灘
野
美
帆
魍
メ
キ
シ
コ
、
先
住
民
福
岡
体
と
都
市
－
都
市
移
住
者
を
取
り
込

　
ん
だ
「
伝
統
的
」
組
織
の
変
容
一
㎞
　
一
〇
〇
六
年
（
前
掲
）
、
一
六
九
頁
。

⑥
二
〇
〇
〇
年
当
時
七
〇
代
後
半
だ
っ
た
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
の
女
性
は
、
「
子

　
ど
も
の
頃
、
祖
父
母
は
ミ
シ
ュ
テ
コ
語
を
話
し
、
父
母
は
夫
婦
間
で
は
ミ
シ
ュ
テ

　
コ
語
を
話
し
て
い
た
が
、
子
ど
も
に
は
ス
ペ
イ
ン
語
で
し
か
話
し
か
け
な
か
っ
た
。

　
そ
し
て
自
分
は
ミ
シ
ュ
テ
コ
語
が
少
し
し
か
わ
か
ら
ず
、
い
く
つ
か
の
フ
レ
ー
ズ

　
を
言
え
る
程
度
で
あ
る
」
と
語
っ
た
。
こ
の
女
性
が
こ
の
状
態
で
「
ミ
シ
ュ
テ
コ

　
語
を
話
せ
る
扁
と
国
勢
調
査
に
答
え
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。

⑦
サ
ン
・
マ
ル
チ
ィ
ン
を
含
む
一
帯
は
、
乾
期
に
は
か
な
り
乾
燥
す
る
に
も
か
か

　
わ
ら
ず
、
村
内
で
も
、
ま
た
隣
村
と
も
水
利
権
を
め
ぐ
る
争
い
が
な
い
の
は
、

　
（
一
）
川
や
泉
の
水
量
が
こ
の
地
域
で
は
豊
寓
で
あ
る
か
、
（
一
じ
多
く
の
人
口

　
が
外
部
に
流
出
し
て
い
て
、
水
の
使
用
量
が
少
な
い
か
、
ま
た
は
、
（
三
）
地
域

　
内
に
居
往
し
て
い
る
入
々
が
外
部
か
ら
の
送
金
に
頼
り
、
も
は
や
農
業
に
あ
ま
り

　
依
存
し
て
い
な
い
た
め
、
水
の
使
用
量
が
少
な
い
と
い
っ
た
仮
説
が
考
え
ら
れ
る
。

⑧
灘
野
美
帆
噸
メ
キ
シ
コ
、
先
住
民
共
同
体
と
都
市
－
都
市
移
住
者
を
取
り
込

　
ん
だ
「
伝
統
的
」
組
織
の
変
容
－
撫
二
〇
〇
六
年
（
前
掲
）
、
一
〇
三
↓
〇
四
頁
。

⑨
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
灘
野
美
帆
・
井
上
幸
孝
「
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村

　
落
に
お
け
る
『
地
元
民
㎞
と
欄
外
来
者
』
の
関
係
」
『
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る

　
民
族
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
揺
ら
ぎ
』
二
〇
〇
五
年
（
前
掲
）
に
お
い
て
す
で

　
に
述
べ
た
が
、
本
稿
の
論
鷺
に
お
い
て
も
欠
か
せ
な
い
。
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結
語
　
新
た
な
呼
称
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
」
の
誕
生

　
こ
れ
ま
で
の
記
述
で
明
ら
か
な
よ
う
に
、
メ
キ
シ
コ
市
内
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
価
値
観
や
組
織
は
、
地
理
的
に
離
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

「
先
住
民
」
と
似
て
い
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
メ
キ
シ
コ
で
は
一
般
に
彼
ら
を
「
先
住
民
」
と
し
て
扱
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。
同
時
に
、

「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
た
ち
は
自
ら
を
「
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
（
先
住
民
）
」
と
称
す
る
こ
と
も
な
い
。
そ
れ
は
な
ぜ
な
の
か
。
そ
れ
は
、
「
イ
ン
デ
ィ
ヘ

ナ
」
と
い
う
語
が
、
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
、
「
可
哀
想
な
、
搾
取
さ
れ
た
、
貧
し
い
」
と
い
う
ネ
ガ
テ
ィ
ブ
な
イ
メ
ー
ジ
に
結
び
つ
け
ら
れ
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
②

こ
と
が
頻
繁
に
生
じ
て
い
る
か
ら
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
し
か
し
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
歴
史
性
、
伝
統
、
権
利
な
ど
に
つ
い
て
、
同
じ
地
区
で
暮
ら
す
「
外
来
者
」
と
の
関
係
だ
け
で
な
く
、
メ
キ

シ
コ
市
の
市
隠
一
般
、
メ
キ
シ
コ
政
府
、
あ
る
い
は
海
外
の
人
々
と
の
関
係
に
お
い
て
論
じ
る
時
、
あ
る
い
は
、
政
治
的
に
主
張
す
る
時
、
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「
先
住
民
」
と
い
う
呼
称
や
自
称
を
使
用
し
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
ど
の
よ
う
な
雷
葉
を
使
え
ば
い
い
の
か
。
こ
の
よ
う
な
場
合
に
使
わ
れ
る
新

た
な
用
語
が
、
二
〇
世
紀
の
終
わ
り
に
生
ま
れ
た
。
そ
れ
は
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
。
ユ
α
Q
冒
霞
δ
」
で
あ
る
。
こ
の
語
は
「
出
身
の
／
も
と
も
と

の
」
と
い
う
意
味
を
持
っ
て
い
る
。
メ
キ
シ
コ
市
の
旧
先
住
民
村
落
に
ル
ー
ツ
を
も
つ
居
住
者
を
形
容
す
る
の
に
こ
の
語
を
使
用
す
る
こ
と
を

誰
が
最
初
に
思
い
つ
い
た
の
か
、
こ
れ
ま
で
の
と
こ
ろ
明
確
で
は
な
い
。
し
か
し
、
モ
ラ
は
、
一
九
九
四
年
に
チ
ア
パ
ス
州
で
起
き
た
サ
パ
テ

ィ
ス
タ
民
族
解
放
軍
（
国
N
い
ズ
）
の
武
装
蜂
起
と
、
続
く
一
九
九
六
年
の
「
先
住
民
の
諸
権
利
と
文
化
に
関
す
る
サ
ン
・
ア
ン
ド
レ
ス
合
意
」

署
名
後
、
同
じ
一
九
九
六
年
に
メ
キ
シ
コ
市
内
の
ミ
ル
パ
・
ア
ル
タ
区
で
開
催
さ
れ
た
「
ア
ナ
ワ
ク
の
プ
エ
ブ
ロ
ス
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
ス
と
先

住
民
移
住
者
フ
ォ
ー
ラ
ム
Φ
一
男
霞
。
山
Φ
℃
信
Φ
⊆
o
ω
○
隊
o
q
ぼ
月
尻
。
ω
〈
ζ
戯
目
き
8
の
ぎ
臼
o
q
窪
簿
ω
α
色
〉
当
量
轟
。
」
に
お
い
て
初
め
て
プ
エ
ブ
ロ

ス
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
ス
と
い
う
呼
称
が
使
用
さ
れ
た
と
記
述
し
て
い
る
。
こ
の
時
こ
の
呼
称
は
、
「
自
分
た
ち
の
土
地
所
有
の
正
統
性
」
を
政

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

治
的
に
示
す
も
の
で
あ
っ
た
と
い
う
。
「
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
」
が
「
搾
取
さ
れ
た
」
、
「
貧
し
い
」
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
あ
る
一
方
で
、
オ
リ
ヒ
ナ
リ

オ
は
、
「
自
分
た
ち
こ
そ
主
で
あ
る
」
と
い
う
部
分
が
強
調
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
聞
こ
え
る
。
こ
の
語
は
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な

響
き
し
か
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
新
た
な
呼
称
が
生
ま
れ
る
と
共
に
、
そ
の
呼
称
を
使
っ
た
研
究
業
績
が
、
第
～
章
第
二
節
で
紹
介
し
た
よ
う
に
、
ま
さ
に
ブ
ー

ム
と
い
う
様
相
で
増
え
て
き
た
。
同
時
に
、
メ
キ
シ
コ
市
政
府
に
よ
っ
て
、
「
メ
キ
シ
コ
市
の
プ
エ
ブ
ロ
ス
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
ス
℃
鴬
①
げ
｝
o
ω

○
隊
ゆ
q
5
巴
。
ω
島
Φ
す
Ω
巳
9
。
α
α
Φ
竃
0
箆
o
O
」
と
い
う
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
が
二
〇
〇
七
年
に
開
設
さ
れ
た
。
そ
こ
で
は
市
内
四
七
の
旧
先
住
民
村
落

　
　
　
　
　
　
　
④

が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
開
設
の
背
景
に
は
、
メ
キ
シ
コ
市
の
民
主
化
と
多
文
化
主
義
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
現
メ
キ
シ
コ
市
政

府
が
ア
ピ
ー
ル
し
ょ
う
と
い
う
狙
い
と
、
観
光
資
源
と
し
て
も
活
用
し
て
い
こ
う
と
い
う
意
図
が
あ
る
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
し
か
し
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
で
あ
る
こ
と
」
は
、
数
年
前
ま
で
旧
先
住
民
村
落
の
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
に
あ
ま
り
意
識
さ
れ
ず
、
そ
の
権
利
や
文

化
的
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
を
主
張
す
る
運
動
が
活
発
に
行
わ
れ
て
も
こ
な
か
っ
た
。
ほ
と
ん
ど
の
旧
先
住
民
村
落
の
住
人
は
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ

オ
」
と
い
う
呼
称
に
無
関
心
と
思
わ
れ
た
。
一
九
九
五
年
に
筆
者
が
は
じ
め
て
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
ィ
エ
ス
を
訪
れ
た
時
か
ら
二
〇
〇
九
年

183 （183）



ま
で
、
調
査
地
区
で
そ
の
言
葉
を
聞
い
た
こ
と
は
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
二
〇
一
〇
年
に
な
っ
て
、
「
ナ
テ
ィ
ー
ボ
」
の
口
か
ら
、
「
オ
リ
ヒ
ナ

リ
オ
」
と
い
う
雷
葉
が
聞
か
れ
る
機
会
が
増
え
て
き
た
。

　
二
〇
～
○
年
八
月
、
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
ィ
エ
ス
に
お
け
る
～
年
の
う
ち
で
最
も
重
要
な
祭
礼
に
お
い
て
、
聖
像
を
担
い
で
の
行
列
の
最

中
、
祭
礼
遂
行
責
任
者
で
あ
る
マ
ヨ
ル
ド
モ
の
役
を
務
め
る
男
性
が
、
ラ
・
カ
ン
デ
ラ
リ
ア
な
ど
近
隣
地
区
の
住
人
も
含
め
た
聴
衆
に
向
け
て

行
っ
た
ス
ピ
ー
チ
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
言
葉
が
出
て
き
た
。
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「
私
も
少
し
前
ま
で
知
ら
な
か
っ
た
。
私
た
ち
は
、
プ
エ
ブ
ロ
・
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
な
の
で
す
。
」

　
こ
の
ス
ピ
ー
チ
に
は
実
は
メ
キ
シ
コ
人
研
究
者
の
活
動
も
影
響
し
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
メ
キ
シ
コ
に
お
い
て
「
プ
エ
ブ
ロ
ス
・
オ
リ
ヒ

ナ
リ
オ
ス
」
を
対
象
に
し
た
研
究
書
や
論
文
の
出
版
が
続
い
て
い
る
。
プ
エ
ブ
ロ
・
ロ
ス
・
レ
ィ
エ
ス
に
も
メ
キ
シ
コ
人
人
類
学
者
が
調
査
に

訪
れ
て
お
り
、
そ
う
し
た
研
究
者
を
通
し
て
関
連
書
の
出
版
や
新
た
な
呼
称
を
知
っ
て
い
る
人
物
が
い
る
の
で
あ
る
。

　
そ
し
て
二
〇
一
〇
年
九
月
、
他
州
の
「
先
住
民
」
も
そ
の
よ
う
に
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
兆
候
を
筆
者
は
メ
キ
シ
コ
で
見
い
だ
し
た
。
「
メ

キ
シ
コ
に
は
先
住
民
も
い
る
、
で
は
な
く
、
メ
キ
シ
コ
は
多
民
族
社
会
（
臼
三
選
巨
8
）
な
の
だ
」
と
、
「
そ
の
よ
う
な
国
を
つ
く
る
べ
き
だ
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

と
、
そ
の
よ
う
な
主
張
に
お
い
て
、
「
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
」
は
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
」
と
呼
び
換
え
ら
れ
始
め
た
。
た
だ
、
筆
者
の
予
想
で
は
、
こ

の
名
称
は
、
自
称
と
し
て
は
お
そ
ら
く
、
居
住
地
区
内
に
後
か
ら
や
っ
て
き
た
他
者
、
す
な
わ
ち
「
外
来
者
」
と
共
存
し
て
い
る
地
区
で
ま
ず

使
わ
れ
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
。
近
く
の
他
者
と
さ
ま
ざ
ま
な
利
権
や
、
自
尊
心
を
め
ぐ
っ
て
せ
め
ぎ
あ
っ
て
い
る
地
区
、
人
々
こ
そ
、
自
分

が
何
者
で
あ
る
の
か
同
定
す
る
必
要
に
迫
ら
れ
て
い
る
。

　
メ
キ
シ
コ
の
「
先
住
民
」
お
よ
び
「
民
族
集
団
」
、
ま
た
そ
の
文
化
は
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
か
ら
明
ら
か
な
よ
う
に
、
そ
の
歴
史
や
人
々
の

本
質
か
ら
の
み
定
義
で
き
る
も
の
で
は
な
い
。
同
じ
居
住
地
区
に
暮
ら
す
他
者
、
居
住
地
区
外
部
の
他
者
、
市
や
国
家
、
研
究
者
と
の
関
わ
り
、



今
回
の
事
例
で
は
大
き
な
影
響
は
な
い
が
、
他
国
や
国
境
を
超
え
た
外
部
団
体
な
ど
と
の
関
係
に
お
い
て
、
常
に
現
在
進
行
形
で
生
成
さ
れ
て

い
る
。

メキシコにおける「先住民」の定義とメキシコ市内旧先住民村落の「地元民」（藤野）

①
も
ち
ろ
ん
、
「
先
住
民
」
の
価
値
観
や
組
織
は
、
先
ス
ペ
イ
ン
期
そ
の
も
の
の

　
は
ず
は
な
く
、
五
〇
〇
年
以
上
続
い
た
植
民
地
的
状
況
を
経
て
つ
く
ら
れ
た
も
の

　
で
あ
る
。

②
メ
キ
シ
コ
独
立
二
〇
〇
周
年
・
革
命
一
〇
〇
周
年
を
機
会
に
二
〇
一
〇
年
に
作

　
ら
れ
た
テ
レ
ビ
番
組
、
b
§
袋
ミ
ミ
8
§
苛
。
鳴
蔑
O
鳩
震
。
讐
蜂
。
ヨ
山
δ
膳
に
お
い

　
て
、
歴
史
学
者
竃
鍵
ド
≧
幽
。
冨
ζ
曽
く
興
は
「
イ
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
は
貧
困
や
無
知
の

　
同
義
語
に
な
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
」
と
述
べ
て
い
た
。

③
ζ
。
急
く
‘
↓
Φ
お
紹
（
8
0
門
e
・
卜
窮
ミ
鳥
ミ
8
ミ
土
鳩
ミ
凡
。
肋
§
匙
匙
ミ
ミ
§

　
§
帯
。
」
卜
誉
吻
ミ
嵩
亮
、
愚
ぎ
暫
卜
。
8
刈
（
前
掲
）
・
唱
．
b
。
刈
．

④
算
8
ミ
妻
謹
ヨ
實
Φ
巨
。
ω
9
笹
冨
「
認
鋒
ぴ
Q
。
び
．
ヨ
×
≧
ω
け
山
■
導
ヨ
一

⑤
先
述
の
テ
レ
ビ
番
組
、
b
凡
§
§
ミ
8
§
§
貼
ミ
◎
’
蔑
轟
冨
§
乙
竃
に
お

　
い
て
、
進
行
役
を
務
め
た
著
名
な
歴
史
学
者
、
嬉
戯
⊆
Φ
一
い
Φ
曾
勺
鍵
け
＝
賦
は
、
「
イ

　
ン
デ
ィ
ヘ
ナ
」
の
代
わ
り
に
「
オ
リ
ヒ
ナ
リ
オ
」
と
い
う
呼
称
を
積
極
的
に
使
用

　
し
て
い
た
。

（
関
西
学
院
大
学
商
学
部
准
教
授
）
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The　Nativos　of　the　Former　IRdigenous　Villages　iR　Mexico　City

　　　　　in　Relation　to　the　Definition　of　“lndigenous　Peoples”

by

ZENNo　Miho

　　There　are　rnany　former　indigenous　villages　located　within　Mexico　City．　Their

number　is　said　to　total　291．　These　former　settlements　of　indigeRous　people　are

teday　urban　neighborkoods　in　which　newcomers　with　ne　ties　to　tke　place　as

well　as　the　original　inhabitants　reside．　Living　together　with　others　in　these

circttmstances，　the　originai　inhabitants　began　to　cali　themselves　nativos．

Although　the　term　nativos　shares　the　same　roots　with　the　Engiish　term

“natives”，　it　does　Rot　mean　indigenous　peoples，　but　is　used　to　mean　“those　who

were　born　in　the　area”．　The　nativos　call　the　inhabitants　who　have　moved　into　the

area　avecindados　or　residentes．

　　The　nativos　have　their　own　social　organizatioR　and　sense　of　vaiues　that　are

similar　to　those　of　the　people　of　an　indigenous　viliage　iR　the　State　of　Oaxaca

whom　the　autkor　has　previousiy　investigated．　ln　regard　to　ritual　ceremonies　in

particular，　such　as　Catholic　festivals　or　fiestas　and　funerals　at　local　cemeteries，

they　have　privileges　as　well　as　a　strong　seRse　of　duty．　Nevertheless，　the　nativos

of　the　former　indigenous　villages　of　Mexico　City　are　not　called　indigenas　by

others　nor　do　they　call　themseives　that．

　　From　the　late　199e’s，　bowever，　they　have　begun　to　be　called　originarios，　and　in

recent　years，　tke　term　originarios　is　more　common｝y　used　for　se｝f－reference　by

the　nativos　of　various　former　indigenous　villages　of　the　capital．　The　word　is

rarely　used　when　they　are　conscious　of　newcomers，　residentes，　but　it　is　utilized

when　tkey　Reed　to　appeal　for　their　right　to　maiRtain　or　strengthen　their

traditioR，　culture　and　the　use　of　their　commuRal　land．　IR　other　words，originarios

is　more　a　political　term　that　has　been　applied　by　the　nativos　when　addressing

others　outside　their　residential　area，　such　as　government　officials　and

governmental　or　academic　associa£ions．　The　appellation　originarios　provides　a

sense　of　legitimacy　and　a　positive　connotation　in　Mexico．　The　word　indigenas

contains　on　the　other　hand　a　negative　image　that　is　often　liRked　with　“poverty”，

“ignorance”，　and　“exploited　people”．

　　In　terms　of　defiR2tion，　as　it　ls　clear　from　this　case　study，　both　the　words
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nativos　and　oグ頓π碗03　are　not　associated　wi旗any　ethnlc　group　ln　Mexico．　In

the　face　of　statistics，　they　are　“citizens”　of　the　Mexico　City　and　the　United

）vl［exican　States．　The　“c1assificatioR“　of　indigenous　peop｝es　as　well　as　ethnic

groups　are　noe　defiRed　esseRtially　by　their　traditions　or　culture，’ b浮煤@historicai｝y

constructed，　depending　on　the　sociai　circumstances　aRd　who　constitutes　“the

otlier．”
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