
中
部
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る

村
落
共
同
体
の
地
理
的
意
義

佐
　
々
　
木
　
高
　
明

野鋸アンデスにおける村落共岡体の地理酌意義（佐々木）

　
【
要
約
口
　
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
は
古
く
か
ら
鋤
覧
ご
と
よ
ば
れ
る
共
同
体
の
存
在
が
知
ら
れ
て
い
た
。
こ
れ
は
も
と
も
と
拡
大
家
族
を
単
位
と
し
、

地
域
内
婚
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
一
種
の
生
活
共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
耕
地
や
灌
概
水
路
・
牧
地
を
共
有
し
、
土
地
割
替
を
行
う
経
済
的
共
同
体
で
あ

り
、
ま
た
行
政
の
単
位
で
も
あ
っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
人
の
征
服
以
後
、
外
来
文
化
の
侵
入
に
よ
っ
て
こ
の
共
同
体
は
、
一
部
で
は
そ
の
成
立
の
物
質
的
基
礎
を

馨
わ
れ
、
急
速
に
解
体
し
て
行
く
も
の
も
あ
っ
た
が
、
他
方
で
は
解
体
を
阻
止
す
る
種
々
の
条
件
に
支
え
ら
れ
、
そ
の
変
容
の
過
程
に
遅
滞
を
生
ず
る
も
の

も
少
く
な
か
っ
た
。
こ
れ
ら
の
変
容
過
程
の
遅
滞
す
る
共
同
体
で
は
、
そ
の
内
部
に
圃
有
の
土
着
文
化
を
比
較
的
よ
く
保
持
し
た
た
め
、
共
同
体
を
覆
っ
て

拡
散
し
た
外
来
文
化
と
土
着
の
文
化
が
漸
々
に
混
濡
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
結
果
、
今
日
の
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
を
特
徴
づ
け
る
民
族
文
化
が
形
成
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
共
同
体
の
変
容
過
程
の
特
質
の
中
か
ら
、
中
部
ア
ン
デ
ス
の
民
族
地
域
の
特
色
が
生
み
幽
さ
れ
て
き
た
と
い
う
こ
と
が
で
ぎ
る
。

は
し
が
き

　
近
時
、
社
会
科
学
の
各
部
門
に
お
い
て
は
村
落
共
同
体
の
研
究
が

き
わ
め
て
さ
か
ん
に
行
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
少
く
と
も
地
理
学
の

立
場
か
ら
、
そ
れ
を
問
題
に
す
る
場
合
に
は
、
元
来
《
も
っ
と
も
基

礎
的
な
§
巴
α
Q
お
巷
》
と
い
わ
れ
る
村
落
共
同
体
は
、
複
雑
な
階

腰
構
造
を
も
つ
て
統
合
さ
れ
た
「
地
域
」
の
底
辺
を
構
成
す
る
最
小

の
地
域
単
位
と
し
て
と
り
あ
げ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
す
で
に
こ
の

方
面
で
す
ぐ
れ
た
業
績
を
あ
げ
て
い
る
水
津
一
朗
に
よ
れ
ば
、
か
か

る
最
小
の
人
文
地
域
単
元
は
「
基
礎
地
域
」
と
な
づ
け
ら
れ
る
。
基

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

礎
地
域
と
は
「
地
域
を
構
成
す
る
綱
胞
に
も
た
と
う
べ
き
」
存
在
で

あ
り
、
そ
こ
に
お
い
て
諸
集
剛
が
機
能
的
に
結
禽
さ
れ
る
「
最
小
の
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②

地
域
統
一
体
と
し
て
の
《
集
団
積
分
体
》
の
お
か
れ
る
場
」
な
の
で

あ
る
。
と
こ
ろ
で
、
か
か
る
基
礎
地
域
も
、
そ
こ
に
内
在
す
る
諸
要

因
、
或
は
外
部
か
ら
の
刺
激
に
よ
っ
て
常
に
そ
の
機
能
を
変
化
せ
し

め
、
統
一
体
と
し
て
の
個
性
を
漸
々
に
失
い
、
機
能
的
進
化
の
過
程

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

を
辿
る
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
而
し
て
こ
の
よ
う
な
基
礎

地
域
の
変
容
、
進
化
は
、
当
然
そ
れ
に
よ
っ
て
購
成
さ
れ
る
「
地
域
」

の
性
格
を
変
化
せ
し
め
る
こ
と
は
言
う
迄
屯
な
い
。
つ
ま
り
現
在
の

「
地
域
」
の
も
つ
性
格
な
り
特
色
な
り
は
、
そ
の
「
地
域
」
を
構
成

す
る
基
礎
地
域
の
変
容
、
進
化
の
過
程
と
密
接
に
関
連
し
て
形
成
さ

れ
て
き
た
と
も
言
得
る
の
で
あ
る
。
勿
論
こ
の
場
合
、
基
礎
地
域
の

変
容
、
進
化
の
様
式
は
そ
こ
に
働
く
諸
要
因
の
相
違
に
よ
っ
て
相
互

に
異
り
、
地
域
的
に
大
き
な
偏
差
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
従
っ
て
現

代
の
あ
る
特
定
の
「
地
域
」
の
も
つ
特
色
を
探
求
す
る
際
に
は
、
こ

の
基
礎
地
域
の
変
容
、
進
化
過
程
の
地
域
的
な
差
異
或
は
そ
の
特
質

を
把
握
す
る
こ
と
が
、
竜
つ
と
も
重
要
な
手
掛
を
な
す
も
の
と
見
倣

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
現
在
中
部
ア
ン
デ
ス
の
地
域
は
、
メ
ス
チ
ー
ソ
交
化
と
よ
ば
れ
る

土
着
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
文
化
と
外
来
の
ス
ペ
イ
ン
の
文
化
に
よ
っ

て
混
成
さ
れ
た
、
塒
有
の
民
族
文
化
の
存
在
に
よ
つ
て
特
徴
づ
け
ら

　
　
④

れ
る
が
、
こ
の
地
域
の
文
化
的
特
色
を
生
み
出
す
に
当
っ
て
、
村
落

共
同
体
一
悪
礎
地
域
は
如
何
な
る
機
能
を
演
じ
た
で
あ
ろ
う
か
。
中

部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
9
覧
冨
と
よ
ば
れ
る
共

同
体
の
変
容
過
程
を
通
じ
、
以
下
こ
の
点
に
関
し
、
二
、
ご
一
の
考
察

を
加
え
て
み
た
い
。

①
水
津
一
朗
、
地
域
に
お
け
る
階
層
性
と
異
質
性
、
’
人
文
研
究
五
の
二
、

　
四
二
頁
、
一
九
五
四
年
。

②
岡
、
基
礎
地
域
と
そ
の
人
口
規
僕
、
人
文
研
究
七
の
九
、
一
頁
、
一
九

　
五
六
年
。

③
詞
、
「
地
域
論
」
の
機
能
主
義
的
展
開
、
地
理
学
評
論
三
一
の
一
〇
、

　
と
く
に
五
頁
以
下
、
　
一
九
五
八
年
。

④
拙
稿
、
南
ア
メ
リ
カ
（
姫
岡
・
藤
岡
編
、
世
界
地
理
民
族
誌
所
収
）
二

　
五
八
頁
、
一
九
五
鴎
年
。

　
　
　
　
一
、
共
同
体
成
立
の
基
礎
…
1
農
業
と
居
住
様
式
一

　
エ
ク
ア
ド
ル
南
…
部
か
ら
ペ
ル
ー
及
び
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
を
含
む
中
部
ア

ン
デ
ス
地
域
に
お
け
る
経
済
活
動
は
、
絹
異
る
自
然
的
性
格
を
も
つ

三
つ
の
空
間
を
舞
台
に
展
開
さ
れ
て
き
た
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
一
は

乾
燥
の
著
し
い
狭
長
な
海
岸
平
野
に
連
る
大
小
約
四
〇
を
数
え
る
オ

ア
シ
ス
で
あ
り
、
そ
の
二
は
二
〇
〇
〇
～
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
高

地
部
に
存
す
る
い
く
つ
か
の
河
谷
平
・
野
と
盆
地
群
で
、
こ
こ
で
は
温
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帯
的
な
良
好
な
気
候
が
み
ら
れ
る
ひ
そ
し
て
最
後
は
、
四
〇
〇
〇
メ

ー
ト
ル
を
越
え
る
高
原
上
に
展
開
す
る
冷
涼
な
ブ
ナ
草
原
地
帯
が
そ

れ
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
海
岸
低
地
の
オ
ア
シ
ス
や
高
地
の
河
谷
底

或
は
盆
地
床
で
は
灌
概
農
業
が
、
河
谷
斜
面
や
盆
地
壁
で
は
階
段
耕

作
が
早
く
か
ら
発
達
し
、
ま
た
高
原
上
の
ブ
ナ
草
原
地
帯
で
は
り
ャ

マ
や
ア
ル
パ
カ
の
牧
畜
が
古
く
か
ら
営
ま
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ

て
い
る
。
中
部
ア
ン
デ
ス
の
農
業
は
こ
れ
ら
の
灌
概
農
業
、
階
段
耕

作
及
び
山
地
牧
畜
を
軸
に
発
展
し
て
き
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
か
か
る
農
業
複
合
体
の
起
源
に
つ
い
て
は
、
現
存
な
お
明
ら
か
に

し
得
な
い
が
、
北
ペ
ル
ー
の
≦
罫
く
箋
①
団
の
プ
レ
セ
ラ
ミ
ッ
ク
の

遺
跡
缶
q
g
o
口
℃
慧
Φ
寅
か
ら
栽
培
種
の
棉
・
ヒ
ョ
ー
タ
ソ
．
南
瓜
．

胡
椒
・
豆
類
な
ど
が
出
土
し
て
い
る
点
か
ら
み
て
、
少
く
と
も
切
薗
ρ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

。。

n
O
O
年
頃
に
は
そ
の
繭
芽
が
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
　
そ
の
後

の
発
展
の
詳
細
を
こ
こ
で
辿
る
こ
と
は
紙
数
の
関
係
か
ら
避
け
る
が

（
第
～
表
参
照
）
、
と
に
か
く
紀
元
前
後
の
文
化
形
成
期
男
O
触
ヨ
9
郎
く
①

に
は
、
小
規
模
な
灌
概
設
備
が
つ
く
ら
れ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
、
栽
培

が
さ
か
ん
に
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
お
り
、
さ
ら
に
地
域
文
化
開
花
期

句
ざ
お
ω
o
魯
。
①
に
至
る
と
、
　
こ
の
中
部
ア
ン
デ
ス
の
農
耕
文
化
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

一
応
。
財
厳
9
図
に
達
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
即
ち
当
時
す

ペルー海岸における丈化登展の概略　（Collierによる）第1表

集落様式人P概灌畜家栽ナ壽翫轟物鹸典・
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で
に
五
〇
種
に
の
ぼ
る
栽
培
植
物
の
馴
致
が
完
成
し
、
灌
概
設
備
屯

ペ
ル
ー
全
一
域
に
亙
り
糟
糠
由
肢
ゆ
な
発
展
を
と
げ
て
い
た
。
　
例
え
ば
紬
唱
域
文

化
開
花
期
前
期
に
当
る
国
鍵
好
罵
o
o
三
＄
期
と
推
定
さ
れ
る
O
げ
馳

＄
諺
9
谷
の
灌
概
水
路
用
の
堤
防
の
如
き
は
、
一
五
メ
ー
ト
ル
の
高

さ
を
有
す
る
巨
大
な
屯
の
が
見
出
さ
れ
る
。
ま
た
多
く
の
谷
に
は
灌

概
用
水
路
が
幾
マ
イ
ル
も
延
び
て
お
り
、
そ
れ
ら
は
等
高
線
に
沿
っ

て
注
意
深
く
つ
く
ら
れ
て
い
た
と
い
わ
れ
る
。
そ
し
て
こ
れ
ら
の
用

水
路
の
中
に
は
石
壇
や
テ
ラ
ス
で
補
強
さ
れ
て
い
る
竜
の
も
多
く
、

ま
た
必
要
に
応
じ
て
大
き
な
水
門
や
給
水
用
の
複
雑
な
水
路
網
が
築

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

造
さ
れ
、
時
に
は
暗
渠
式
の
水
路
さ
え
建
造
さ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

こ
の
様
な
灌
概
農
業
の
発
展
と
関
連
し
て
、
高
地
部
の
傾
斜
地
に
は

大
規
模
な
階
段
耕
作
竜
実
施
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
耕
地
は
石
垣
で
入

念
に
築
き
上
げ
た
も
の
で
あ
っ
て
、
切
。
宅
讐
9
⇒
は
ω
9
。
窮
営
p
昌
9
河

谷
に
お
い
て
、
谷
底
か
ら
二
五
〇
〇
フ
ィ
ー
ト
に
及
ぶ
征
服
以
前
に

築
造
さ
れ
た
階
段
耕
作
が
今
な
お
存
在
し
、
こ
の
谷
の
稠
密
な
人
口

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

が
そ
の
耕
作
に
依
存
し
て
生
活
し
て
い
る
こ
と
を
述
べ
て
い
る
。

　
ま
た
高
度
差
の
大
き
い
こ
の
地
域
で
は
、
気
温
の
垂
直
的
変
化
が

著
し
い
た
め
、
そ
の
変
化
に
応
じ
て
多
く
の
種
類
の
栽
培
植
物
の
馴

致
が
早
く
か
ら
行
わ
れ
た
。
こ
の
場
合
一
般
に
、
温
暖
な
三
〇
〇
〇

メ
ー
ト
ル
以
下
の
地
域
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、
（
N
ミ
さ
℃
）
．
マ
ニ

ォ
ッ
ク
（
§
ミ
訟
ミ
ミ
ミ
義
義
ミ
）
豆
類
、
　
瓜
類
が
主
作
物
と
し
て

栽
培
さ
れ
て
い
た
の
に
対
し
、
三
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
高
冷
地

で
は
、
O
o
鋤
（
象
ミ
帆
。
・
帖
袋
ぎ
．
。
。
・
S
ρ
¢
ぎ
8
（
9
§
§
§
ミ
ミ
謹
自
）
9
憎

償
o
O
（
S
袋
お
軸
帖
噛
ω
　
鳳
袋
鯉
偽
層
O
も
。
鯖
も
§
）
な
ど
の
高
距
限
界
の
高
い
根
菜
類
が
ま

ず
馴
致
さ
れ
、
つ
づ
い
て
収
穫
率
の
大
き
い
四
倍
体
の
馬
鈴
薯
（
象
㍗

§
楠
§
帖
§
ミ
、
。
鴇
§
）
の
馴
致
が
き
わ
め
て
古
い
時
代
に
完
成
さ
れ
た

　
　
　
　
　
　
　
⑤

と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
し
か
も
こ
の
馬
鈴
薯
を
中
心
と
し
た
根
菜
類

の
作
物
複
合
体
は
冷
涼
な
高
地
気
候
に
き
わ
め
て
よ
く
順
応
し
た
も

の
で
あ
っ
た
こ
と
は
注
意
す
べ
き
で
、
後
に
述
べ
る
よ
う
に
、
高
地

部
へ
の
外
来
農
業
の
侵
入
に
際
し
、
こ
の
ポ
テ
争
複
合
体
は
根
強
い

抵
抗
を
示
し
た
の
で
あ
る
。
平
均
高
度
三
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
え

る
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
高
地
の
》
畷
糞
費
簿
族
な
ど
で
は
、
大
麦
・
小
麦
な

ど
の
新
し
い
作
物
が
輸
入
さ
れ
た
今
臼
で
す
ら
、
馬
鈴
薯
と
キ
ノ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

の
合
計
が
全
収
穫
高
の
過
半
を
占
め
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
征
服
以

前
の
彼
ら
の
農
耕
が
馬
鈴
薯
・
キ
ノ
ア
の
耕
作
を
中
核
に
展
開
し
て

い
た
こ
と
が
想
像
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
要
す
る
に
、
征
服
以
前
の
中

部
ア
ン
デ
ス
地
域
の
農
業
は
、
適
当
な
牽
引
獣
脅
舞
σ
q
馨
9
巳
ヨ
鶏

　
　
　
　
　
⑦

を
欠
い
た
た
め
、
梨
耕
こ
そ
発
展
せ
し
め
得
な
か
っ
た
が
、
農
業
技
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術
の
発
達
は
著
し
く
、
乾
燥
気
候
に
対
し
て
は
、
灌
概
と
階
段
耕
作

に
よ
り
、
冷
涼
気
候
に
対
し
て
は
、
特
殊
な
作
物
の
馴
致
に
よ
っ
て

高
度
な
技
術
的
順
応
を
な
し
と
げ
て
い
た
と
言
い
得
る
の
で
あ
る
。

従
っ
て
そ
の
土
地
生
産
力
も
高
く
、
征
服
当
時
、
イ
ン
カ
帝
国
は
約

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

六
〇
〇
万
の
人
口
を
有
し
、
一
方
粁
当
り
三
九
人
と
い
う
高
い
入
口

　
⑨

密
度
を
も
つ
て
い
た
も
の
と
推
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
農
業
の
発
展
に
応
ず
る
居
住
様
式
の
進
化
、
発
達
の

過
程
に
も
、
ま
た
種
々
の
特
色
を
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ

そ
の
詳
細
を
述
べ
る
こ
と
は
本
稿
の
目
的
で
は
な
い
の
で
、
他
日
に

譲
る
こ
と
に
し
、
こ
こ
で
は
共
同
体
成
立
の
基
礎
を
理
解
す
る
に
必

要
な
範
囲
の
記
述
に
留
め
た
い
。

　
ζ
Φ
謬
ω
や
○
ω
び
。
遷
Φ
に
よ
れ
ば
、
イ
ン
カ
時
代
の
家
屋
は
現
代

の
そ
れ
と
重
ん
ど
大
差
の
な
い
も
の
で
、
一
般
に
石
造
或
は
弾
倉
煉

瓦
9
ロ
。
σ
①
建
の
窓
の
な
い
、
　
切
妻
屋
根
を
も
つ
短
形
の
家
屋
で
あ

　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

つ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
家
屋
に
は
そ
れ
ぞ
れ
細
意
制
の
小
家

族
が
居
住
す
る
が
、
通
常
…
こ
れ
・
り
の
家
屋
は
数
ケ
集
っ
て
、
周
囲
に

低
い
壁
を
め
ぐ
ら
し
、
中
庭
を
抱
く
一
つ
の
　
8
讐
や
O
¢
昌
α
　
（
屋
敷

地
）
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
8
日
℃
o
毒
q
が
集
落
を
構
成

す
る
基
本
的
な
居
住
単
位
と
な
る
と
と
竜
に
、
社
会
的
に
は
O
O
簿
・

℃
o
儒
昌
創
の
成
員
が
血
縁
に
よ
り
結
び
合
わ
さ
れ
、
一
ケ
の
父
系
の
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

大
家
族
Φ
蓉
Φ
浅
①
α
検
事
雛
畷
を
つ
く
っ
て
い
る
の
が
常
で
あ
る
。

こ
の
よ
う
な
8
聴
娼
。
§
鳥
を
構
成
単
位
と
す
る
集
落
は
中
部
ア
ン

デ
ス
で
は
き
わ
め
て
古
い
も
の
で
あ
り
、
駒
隙
①
《
に
よ
れ
ば
す
で
に

初
期
農
耕
期
国
黛
。
賎
Φ
団
渉
α
q
鼠
。
離
騨
鶏
巴
（
じ
d
●
　
O
●
　
Q
◎
O
O
O
～
b
ご
馬
　
○
鞠
　
一
〇
〇
〇
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

に
そ
の
原
初
形
態
が
み
と
め
ら
れ
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
而
…
し
て
そ

の
後
、
・
農
業
の
発
展
と
人
口
の
増
加
に
伴
い
、
こ
れ
ら
の
集
落
は
そ

の
数
と
規
模
を
拡
大
し
た
。
そ
の
結
果
、
一
方
で
は
寺
院
を
中
心
に
、

或
は
戦
略
上
の
要
衝
に
、
い
く
つ
か
の
都
市
的
機
能
を
備
え
た
大
黒

　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

落
を
成
立
せ
し
め
た
が
、
こ
れ
ら
の
都
市
を
別
に
し
て
も
プ
レ
・
イ

ン
カ
時
代
に
は
す
で
に
王
○
○
家
族
、
一
五
〇
〇
人
程
度
の
人
μ
規

模
を
大
型
の
農
耕
集
落
も
少
く
な
っ
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し

こ
れ
ら
の
プ
レ
・
イ
ン
カ
の
集
村
は
o
O
欝
℃
〇
二
β
α
が
不
規
則
に
並

ぶ
非
計
画
村
落
で
あ
り
、
そ
の
多
く
は
防
禦
の
必
要
か
ら
、
耕
地
か

ら
や
や
は
な
れ
た
斜
面
の
中
復
や
岩
石
の
露
出
地
な
ど
を
選
ん
で
立

地
し
て
い
た
。
こ
れ
に
対
し
、
イ
ン
カ
時
代
の
集
村
は
耕
地
の
近
く

に
移
動
し
、
ま
た
新
し
く
建
設
さ
れ
た
寺
院
や
丘
ハ
営
或
は
イ
ン
カ
道

路
な
ど
と
の
関
係
か
ら
、
人
為
的
に
計
画
さ
れ
、
建
設
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

の
少
く
な
い
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
後
に
述
べ
る
イ
ン
カ
時
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代
に
行
わ
れ
た
共
同
体
の
再
編
成
が
、
か
か
る
集
落
の
立
地
移
動
と

密
接
に
関
連
し
て
行
わ
れ
た
も
の
で
あ
る
こ
と
に
、
注
意
が
払
わ
ね

ば
な
ら
な
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
耕
地
の
少
い
山
地
部
な
ど
で
は
、
こ
の
よ
う
な
集
村

と
は
異
り
、
8
彗
づ
。
§
鳥
が
広
く
斜
面
に
散
在
す
る
散
居
村
の
発
達

も
み
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
例
え
ば
後
に
述
べ
る
中
部
ペ
ル
ー
高
地
の

牧
畜
に
依
存
す
る
村
落
ω
P
口
鏡
し
d
9
同
げ
㌶
。
O
げ
O
島
0
8
0
げ
9
．
ρ
¢
貯
8

な
ど
で
は
、
住
艮
の
一
部
が
谷
底
の
集
村
に
居
住
す
る
ほ
か
、
住
民

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

の
大
半
が
斜
面
に
散
層
し
て
い
る
こ
と
が
報
ぜ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま

り
海
岸
低
地
や
芯
地
の
平
坦
面
に
発
達
し
た
集
村
に
対
し
、
徴
村
は

山
地
斜
面
に
順
応
し
た
贋
ハ
任
様
式
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

し
か
し
い
ず
れ
し
て
も
、
そ
れ
ぞ
れ
一
ケ
の
父
系
の
拡
大
家
族
に
よ

っ
て
占
居
さ
れ
る
O
O
日
娼
O
自
P
α
を
居
住
の
基
礎
単
位
と
し
て
い
る

と
こ
ろ
に
、
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
け
る
村
落
構
造
の
基
本
的
な

特
色
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。
し
か
も
こ
れ
ら
の
イ
ン
カ
或
は
そ

れ
以
前
に
起
源
を
遡
り
う
る
集
落
の
多
く
が
、
現
在
ま
で
、
そ
の
位

置
と
名
称
を
踏
襲
し
て
い
る
こ
と
も
注
意
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

①
匹
a
層
H
｝
即
①
8
雷
ヨ
ぎ
O
二
一
温
田
ω
ぎ
O
窪
＄
欝
餌
9
。
ゆ
⇔
＜
酵
鄭
λ
診

沁
①
呂
賢
駄
も
。
鶉
。
一
〇
囲
頴
屋
く
壁
⇔
》
港
剛
嬉
8
ざ
σ
身
ざ
ζ
o
糞
。
●
o
っ
o
o
．
》
導
●

》
旨
7
裳
。
胤
鴇
δ
藤
○
。
）
宰
譲
博
鵠
。
き
．

②
O
o
屋
①
び
P
脚
U
①
＜
①
δ
弓
導
Φ
昌
”
o
剛
Ω
謀
二
鑓
郎
。
謬
。
昌
騨
Φ
O
o
器
け
。
団

℃
①
話
（
騨
臨
鵯
畠
。
口
Ω
詞
、
鰹
器
江
8
”
諺
O
o
露
℃
鍵
9
菖
く
。
ω
9
α
ざ
お
霧
）

や
ミ
ー
ミ
．

③
切
窪
器
葺
≦
・
○
廓
国
呂
難
①
2
貯
6
2
▽
ω
ε
ぞ
㌶
畠
執
●
①
貸
潤
謬
警
8
昇

。
｛
ω
o
正
夢
跨
舞
①
臨
0
9
【
昌
α
鞍
昌
の
》
（
以
下
田
’
ω
刷
諺
．
囲
●
と
略
す
）
＜
o
r
q
．

　
お
魅
や
鵯
．

H
ロ
O
鋤
く
跨
鋤
O
O
O
ず
9
　
に
よ
っ
て
建
設
さ
れ
た
童
要
灌
概
水
路
の
一
つ
は
幡

　
…
ニ
フ
ィ
ト
、
延
長
｝
五
〇
マ
イ
ル
に
及
ぶ
大
き
な
も
の
で
広
大
な
面
積

　
を
灌
概
し
た
。
　
（
ζ
①
讐
あ
嚇
誤
弾
島
9
瓢
Ω
〈
置
圃
N
山
蔓
。
⇔
o
h
》
春
鳥
①
ρ
δ
鍵

℃
●
謡
O
i
b
⊃
竃
・
）

④
b
尊
。
毒
白
ゑ
」
ジ
ご
目
お
レ
巳
Φ
の
。
囲
ω
〇
土
竃
毒
蜀
①
讐
し
O
δ
弓
．
㎝
N

⑤
留
器
炉
○
…
誤
σ
q
訟
。
μ
犀
毎
，
巴
9
直
霧
碧
Ω
9
ω
鴇
屋
餌
一
ρ
お
紹

P
α
ρ
　
ω
帥
二
Φ
ひ
O
恥
〇
三
縄
く
纂
①
恥
犀
9
導
の
。
剛
ω
o
露
び
簿
昌
鳥
O
二
重
巴

誤
導
①
ユ
o
P
輿
ω
．
卜
・
｛
●
＜
o
ピ
①
・
お
切
O
や
紐
G
。
一
角
ゆ
●

⑥
B
。
。
畠
。
鷺
ぎ
閾
w
↓
冨
》
臨
写
鍵
袋
」
鴇
単
ω
．
》
目
・
＜
o
除
目
払
逡
①
口
．
㎝
慰
．

⑦
栽
培
植
物
に
お
い
て
き
わ
め
て
豊
か
な
晶
種
を
示
す
新
大
陸
も
家
畜
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

馴
致
に
つ
い
て
貧
弱
で
、
大
型
獣
は
継
か
に
ア
ン
デ
ス
に
お
い
て
リ
ャ
マ

　
・
ア
ル
パ
カ
を
馴
致
し
た
に
留
る
。
し
か
も
こ
の
羊
ラ
ク
ダ
種
に
属
す
る

動
物
は
、
兄
来
高
地
性
の
力
の
弱
い
動
物
で
あ
り
、
平
地
で
重
い
型
・
を
引

く
に
適
し
て
い
な
か
っ
た
。
こ
の
こ
と
が
琿
を
発
生
せ
し
め
る
技
術
的
素

地
が
あ
っ
た
（
○
●
∪
’
司
。
戦
α
o
．
…
瓢
鋤
瓢
窮
♂
濁
o
o
芦
。
導
嘱
鋤
⇒
創
ω
0
9
魚
ざ
H
り
α
b
⊃

づ
．
癖
ω
①
．
）
に
も
拘
ら
ず
、
・
甲
部
ア
ン
デ
ス
で
そ
れ
が
み
ら
れ
な
か
っ
た
原

因
と
考
え
ら
れ
る
。
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③
郊
。
ミ
①
”
栖
国
L
蓉
鋤
O
巳
鍵
お
客
寄
①
題
号
①
o
臨
聾
①
の
蜜
巳
9

0
0
潜
ρ
償
0
ω
r
鴇
●
ω
●
渉
・
H
・
＜
o
歴
b
ρ
●
お
ま
℃
．
誌
9

⑨
ω
8
≦
二
二
ご
オ
p
富
く
①
娼
8
銭
ρ
け
δ
ロ
o
h
ω
o
β
魯
捧
唇
①
ユ
6
2
団
・
ω
・

》
●
H
。
＜
O
ピ
9
日
㊤
直
Φ
噂
●
①
①
9

⑩
嵐
①
き
ω
糟
劉
諺
…
誤
韓
δ
蓉
Ω
〈
帥
冒
註
。
p
o
｛
》
巳
①
ω
し
㊤
。
。
P
亨
ω
δ

一
も
。
一
一
●
○
ω
び
。
耽
¢
ρ
類
も
囲
け
巳
簿
濫
。
矯
簿
⑦
》
ロ
創
①
の
り
お
朝
b
。
マ
一
二
一
一
H
9

⑪
閃
。
≦
の
二
ぼ
9
ウ
b
。
卜
。
G
。
・

⑫
堵
旨
①
ざ
9
男
・
㎞
℃
①
旨
≦
き
ω
①
昏
Φ
ヨ
窪
賛
9
ゆ
出
幽
ω
o
島
。
向
8
ぎ
導
皆

℃
霧
δ
ゆ
ω
（
弓
効
炉
の
α
甲
↓
ゲ
Φ
ρ
5
揖
舜
郎
。
ド
。
幽
跨
⇒
9
の
9
雲
①
嵩
8

　
猛
鎗
）
や
罎
q
律

⑬
ω
9
器
俳
Φ
r
閃
．
℃
｝
寓
a
o
粍
O
Φ
種
①
琶
。
巳
巴
鐸
O
℃
○
や
ε
鉾
陣
。
β
O
窪
、

8
誘
貯
翼
。
冨
『
①
導
男
窪
郎
（
O
●
　
㌧
r
　
湊
。
　
一
㊤
頓
H
）
や
b
。
器
－
b
◎
お
・

⑭
ω
a
≦
程
P
ど
ω
。
露
げ
跨
彰
箒
。
9
Ω
p
O
三
ξ
お
ω
“
諺
欝
汐
8
な
お
㌶
δ
署
①

ω
⊆
§
9
。
邑
ざ
口
・
ω
・
》
．
H
●
＜
o
歴
㎝
●
お
お
．
サ
蕊
G
。
一
器
心
●

⑮
の
ω
9
0
讐
ド
類
…
田
σ
q
竃
き
α
O
o
琶
資
q
巳
9
ω
o
｛
0
ゆ
馨
三
一
℃
窪
餌
・

》
％
⑦
σ
q
δ
⇔
鉱
の
螺
聴
く
Φ
ざ
（
O
o
琶
一
け
誘
。
艮
帥
跡
ぎ
ω
馨
爆
8
0
｛
ω
o
o
一
鉱
》
讐
げ
、

　
き
唱
o
H
o
α
q
ざ
℃
昏
賦
8
繊
§
乞
9
㎝
・
這
ミ
）
や
器
鳩
卜
。
も
。
・
認
・

二
、
イ
ン
カ
時
代
の
共
嗣
体
と
そ
の
性
格

　
　

　
嗣
　
撃
。
笠
冨
に
関
す
る
諸
学
説

　
（中

部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
い
て
は
、
琶
ご
と
よ
ば
れ
る
共
同
体

が
あ
り
、
こ
れ
が
基
本
的
な
社
会
集
団
を
な
し
て
い
た
こ
と
は
早
く

か
ら
知
ら
れ
て
い
た
が
、
そ
の
性
格
に
つ
い
て
は
、
モ
ル
ガ
ソ
以
来

氏
族
。
げ
欝
と
考
え
る
見
方
が
強
か
っ
た
。
即
ち
モ
ル
ガ
ソ
が
『
古

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

代
社
会
』
の
中
で
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
け
る
氏
族
の
存
在
を
指
摘
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④
　
　
　
　
③

て
以
後
、
今
世
紀
に
入
っ
て
も
b
d
碧
創
①
犀
霞
や
9
ω
o
づ
な
ど
い
ず

れ
も
こ
の
鋤
覧
ご
を
以
っ
て
そ
の
ま
ま
氏
族
と
な
す
立
場
を
と
っ
て

き
た
。
　
竃
Φ
9
。
⇔
の
も
イ
ン
カ
文
明
研
究
史
上
不
朽
の
名
著
と
い
わ
れ

る
『
ア
ン
デ
ス
の
古
字
文
明
』
の
中
で
、
効
畷
障
β
は
ア
ン
デ
ス
地
域

に
広
く
存
す
る
古
い
基
礎
的
な
社
会
集
獺
で
あ
り
、
同
時
に
イ
ン
カ

の
行
政
単
位
を
な
し
て
い
た
と
述
べ
、
こ
の
黛
D
覧
ご
は
本
質
的
に
は

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
④

讐
皆
①
で
あ
る
と
し
て
い
る
。
ま
た
蜜
霞
α
o
o
犀
も
9
覧
ぽ
は
即
ち

氏
族
で
あ
り
、
族
外
婚
を
行
う
血
縁
集
団
を
中
心
と
し
、
共
通
の
ト

ー
テ
ム
を
も
つ
こ
と
を
特
色
と
す
る
と
述
べ
て
9
。
覧
旧
轡
屋
。
樹
師
説
を
支

　
　
　
　
　
　
　
⑤

持
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
戦
前
に
お
い
て
は
、
P
覧
ぼ
を
氏

族
と
み
な
す
学
説
は
不
動
の
地
位
を
占
め
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で

，
き
る
。
た
だ
こ
の
中
に
あ
．
つ
て
、
O
∬
β
O
≦
が
、
9
⊃
琶
冒
は
血
属
共
同

体
で
あ
る
と
岡
時
に
土
地
を
共
有
す
る
経
済
共
同
体
で
あ
る
点
に
着

冒
し
、
　
こ
れ
を
マ
ル
ク
共
同
体
と
み
な
し
、
　
そ
の
経
済
的
…
機
能
に

つ
い
て
詳
細
な
説
明
を
加
え
た
の
は
、
戦
前
の
研
究
の
中
で
異
彩
を

馨
て
撫
・
し
か
し
・
戦
前
の
諸
研
究
異
通
す
る
餐
と
し
て
、
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O
信
診
。
≦
　
の
場
合
に
も
断
片
的
な
ス
ペ
イ
ン
の
古
記
録
を
資
料
と
し
、

こ
れ
に
竜
と
ず
く
の
み
で
、
現
存
す
る
ρ
胤
ご
ω
の
遺
制
に
十
分
考

慮
が
払
わ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
分
析
に
公
式
論
が
少
く
な
く
、
批
判

さ
る
べ
き
多
く
の
欠
陥
を
有
し
て
い
る
。

　
こ
れ
に
対
し
、
近
時
、
植
畏
時
代
初
期
の
古
記
録
の
研
究
や
、
現
在

の
土
着
村
落
社
会
の
研
究
が
進
む
に
つ
れ
、
こ
れ
ら
の
P
滋
欝
経
。
冨
昌

説
を
中
心
に
す
る
従
来
の
見
解
に
は
、
手
厳
し
い
批
判
が
加
え
ら
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
。
　
こ
れ
ら
の
批
判
を
綜
合
し
、
9
。
胤
ぽ
　
の
性
格

に
つ
き
屯
つ
と
竜
新
し
い
見
解
を
述
べ
た
も
の
と
し
て
9
国
．
幻
。
毛
Φ

の
説
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
刃
O
≦
Φ
に
よ
れ
ば
イ
ン
カ
時
代
の
黛
⊃
団
ロ
環
の
性
格
は
、
ρ
賃
Φ
o
げ
二
9

語
本
来
の
意
味
か
ら
し
て
も
、
一
種
の
凶
漁
集
団
開
貯
σ
q
巳
O
賃
℃
ー
ー

き
わ
め
て
呼
買
な
、
と
き
に
は
神
話
的
始
祖
に
ま
で
遡
る
観
念
的
な

血
縁
に
よ
り
結
び
合
わ
さ
れ
た
一
で
あ
り
、
父
系
の
出
自
を
辿
り

父
居
制
を
と
る
こ
と
を
特
徴
と
し
て
い
る
。
し
か
し
婚
姻
は
四
四
ξ

内
の
地
域
内
婚
舗
Φ
⇔
幽
O
σ
q
P
黙
過
を
原
則
と
し
て
お
り
、
さ
ら
に
9
矯
警
士

に
は
人
物
、
動
植
物
、
自
然
現
象
な
ど
を
そ
の
祖
先
と
み
な
し
、
こ

れ
を
崇
拝
す
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
各
家
族
の
直
接
の
祖
先
が
こ
の

共
通
の
始
祖
で
あ
る
と
見
倣
す
こ
と
は
な
い
。
ま
た
特
定
の
動
物
の

　
　
　
タ
ブ
ロ

食
肉
の
禁
忌
な
ど
の
ト
ー
テ
ム
儀
礼
を
欠
く
こ
と
か
ら
、
効
覧
ピ
を

ト
ー
テ
ム
集
団
と
み
な
す
こ
と
も
で
き
な
い
と
し
て
い
る
。
こ
う
し

た
点
か
ら
9
団
目
¢
は
厳
密
な
意
味
で
氏
族
と
は
言
難
く
、
さ
ら
に
そ

の
原
初
形
態
に
お
い
て
も
9
畷
混
信
が
真
の
氏
族
で
あ
っ
た
と
い
う
歴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑦

史
学
的
、
民
族
学
的
証
拠
は
存
し
な
い
と
は
結
論
し
て
い
る
。

　
　

　
二
　
国
冨
貯
の
社
会
構
成
と
そ
の
規
模

　
（

　
と
こ
ろ
で
こ
う
し
た
イ
ン
カ
の
共
同
体
の
性
格
の
解
明
に
当
っ
て

有
力
な
手
掛
り
を
与
え
る
竜
の
は
、
征
服
以
前
に
イ
ン
カ
帝
国
の
一

部
を
構
成
し
、
今
な
お
古
い
文
化
的
特
色
を
よ
く
伝
え
る
と
い
わ
れ

る
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
高
地
の
ア
イ
マ
ラ
藍
玉
白
9
量
族
の
共
同
体
の
研
究

で
あ
る
。

　
臼
莚
0
9
0
簿
高
地
の
ア
イ
マ
ラ
族
を
調
査
し
た
い
9
し
6
9
叢
Φ
や
日
の
0
7

0
や
誌
に
よ
れ
ば
、
現
存
す
る
ア
イ
マ
ラ
族
の
拶
覧
ξ
は
「
相
互
に

血
縁
で
結
ば
れ
な
い
拡
大
家
族
§
嚇
巴
簿
Φ
畠
Φ
韓
Φ
民
Φ
α
貯
二
一
蔓
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

集
団
」
と
し
て
特
色
づ
け
ら
れ
る
。
而
し
て
こ
の
村
落
内
部
に
お
け

る
基
本
的
な
社
会
、
経
済
単
位
を
な
す
拡
大
家
族
は
、
父
居
鰯
の
小

家
族
か
ら
な
る
が
、
通
常
こ
れ
が
一
団
と
な
り
、
既
述
の
如
く
、
一

つ
の
o
O
旨
℃
O
¢
昌
α
（
イ
ン
カ
で
は
導
き
＄
と
よ
ぶ
）
を
形
成
し
て
居
住

し
て
い
る
。
従
っ
て
結
婚
し
た
患
子
は
8
臣
℃
O
二
⇒
Ω
内
に
宅
地
を
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与
え
ら
れ
、
娘
は
結
婚
す
れ
ば
夫
の
o
o
ヨ
唱
。
¢
p
自
に
行
く
の
が
通

例
で
あ
る
。
　
ま
た
こ
れ
ら
の
拡
大
家
族
は
各
々
鶏
昌
怠
と
よ
ば
れ
る

祖
先
に
父
系
の
出
自
を
辿
っ
て
結
ば
れ
て
い
る
も
の
と
信
ぜ
ら
れ
、

そ
れ
ぞ
れ
動
・
植
物
に
因
ん
だ
ト
ー
テ
ミ
ッ
ク
な
家
族
名
を
有
す
る

　
　
　
　
⑨

こ
と
が
多
い
。
さ
ら
に
9
覧
貯
内
部
で
こ
れ
ら
の
拡
大
家
族
は
Φ
の
－

3
昌
O
壁
と
よ
ば
れ
る
よ
り
大
き
な
集
団
に
組
織
さ
れ
て
い
る
こ
と
も

　
　
　
⑩

少
く
な
い
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
構
成
は
複
雑
で
あ
る
。
た
だ
こ
の
場

合
、
常
に
ε
p
¢
を
共
有
す
る
拡
大
家
族
が
外
婚
単
位
を
形
成
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑨

い
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
P
覧
ぼ
が
本
来
内
婚
制
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

と
る
社
会
集
団
で
あ
る
こ
と
は
今
日
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
が
、

既
述
の
園
。
≦
Φ
は
植
民
時
代
初
期
の
裁
判
の
記
録
の
分
析
か
ら
、
征

服
以
前
の
ケ
チ
ュ
ア
族
の
社
会
に
は
、
鋤
覧
冨
外
部
と
の
婚
…
姻
の
慣

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

習
の
存
し
な
か
っ
た
こ
と
を
実
証
し
て
お
り
、
ま
た
現
在
の
ア
イ
マ

ラ
族
の
調
査
に
お
い
て
屯
、
妙
滋
斎
内
婚
率
は
き
わ
め
て
高
く
、
そ

れ
に
伴
う
村
落
社
会
の
結
合
が
非
常
に
強
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い

る
。
例
え
ば
6
の
財
。
勺
鱒
の
調
査
し
た
ペ
ル
ー
南
部
の
O
財
濫
6
巳
8
に

居
住
す
る
ア
イ
マ
ラ
族
の
ρ
0
3
9
。
覧
ご
で
は
八
五
％
、
　
H
o
げ
信
の

○
麟
①
鎚
髭
餌
覧
貯
で
は
九
〇
％
の
内
婚
率
を
今
β
屯
回
し
て
い
る
の

　
⑭

で
あ
る
。

　
以
上
の
点
か
ら
、
少
く
と
竜
古
い
典
型
的
な
p
覧
ぼ
は
い
く
つ
か

の
拡
大
家
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
、
こ
れ
ら
を
村
落
内
婚
と
い
う
紐

帯
に
よ
っ
て
統
合
し
た
一
種
の
生
活
共
同
体
で
あ
っ
た
と
考
え
る
こ

と
が
で
き
る
。
か
か
る
p
泣
貯
の
統
合
は
、
今
日
で
も
多
く
見
受
る

こ
と
の
で
き
る
村
落
の
祭
礼
の
と
き
、
各
家
長
が
共
通
の
一
つ
の
椀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑬

か
ら
食
物
を
と
る
儀
礼
に
よ
っ
て
、
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と

が
で
き
よ
う
。

　
で
は
こ
の
簿
鷺
冨
は
ど
の
程
度
の
人
口
規
模
を
も
つ
共
同
体
で
あ

ろ
う
か
、
ω
発
く
①
脅
p
は
標
準
的
な
p
琶
ビ
の
大
き
さ
は
二
〇
乃
至

第2表アイマラ族におけるaylluとその家族数

aylluの名称轡の英訳隊族数

6／

@
5
3
　
7
5
　
2
9
　
5
6
　
7
7
　
6
5
　
1
5
　
2
2
　
2
0
　
5
5
　
2
5

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
1
　
　
　
王
　
　
　
－

chiefta・ins

mountain　lion

sa玉t　lake

maize　（？）

㎝
【

sister　（？）

一　peak　（？）

stone

Mallaconaca

王）uma

Jaycota

Tanga

Sullcabi

Catasa

Quitaquita

Collana

Coro

Caracollo

C41a

Cupiaza
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四
〇
家
族
か
ら
成
り
、
人
口
一
〇
〇
～
三
〇
〇
人
程
度
と
み
な
し
て

　
　
⑯

い
る
が
、
ピ
溝
じ
d
9
羅
Φ
の
掲
げ
た
O
p
目
9
口
σ
q
9
ω
州
の
例
で
は
（
第
二
表
）
、

大
は
一
五
五
家
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
も
の
か
ら
、
小
は
僅

か
一
五
家
族
に
す
ぎ
な
い
小
規
模
な
も
の
ま
で
そ
の
規
模
は
異
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

平
均
七
一
家
族
、
約
三
八
○
人
程
度
の
人
口
規
模
を
示
し
て
い
る
。

ま
た
開
㍍
ぴ
冨
同
に
よ
れ
ば
現
在
ペ
ル
ー
に
は
約
一
瓢
、
○
○
○
の
村
落

8
彗
日
二
づ
Φ
が
あ
り
、
　
一
、
五
〇
〇
、
○
○
○
入
の
人
口
が
そ
れ
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑱

居
住
し
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
村
落
の
中
に
は
後
述
の
如

く
二
つ
以
上
の
孚
。
覧
ご
ω
に
よ
っ
て
講
成
さ
れ
て
い
る
竜
の
も
あ
り
、

さ
ら
に
は
最
近
に
お
け
る
村
落
人
口
の
増
加
を
も
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、

征
撮
前
の
中
部
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
降
⊃
覧
貯
共
同
体
の
標
準
規
模
は
、

ほ
ぼ
五
〇
～
七
〇
家
族
、
三
〇
〇
～
四
〇
〇
人
程
度
の
も
の
と
し
て

大
過
な
い
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
こ
の
場
合
、
p
囑
は
¢
は
原
期
と
し
て
社
会
的
に
も
、
地
理
的

に
も
独
立
し
た
一
つ
の
村
落
を
形
成
す
る
こ
と
が
常
で
あ
る
が
．
必

ず
し
も
全
て
の
村
落
が
一
つ
の
餌
覧
ピ
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る

と
は
限
ら
な
い
。
例
え
ば
日
注
0
9
0
9
高
地
の
村
落
O
巴
効
o
O
㌶
は
九

ケ
の
餌
郵
貯
ω
に
よ
っ
て
購
成
さ
れ
て
お
り
、
可
成
り
の
人
口
を
有
し

て
い
る
。
ま
た
℃
霧
巴
㊦
ω
の
半
砂
漠
地
域
に
位
澄
す
る
⊆
δ
巨
簿
は

僅
か
五
家
族
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
る
小
村
落
で
あ
る
が
、
四
つ

の
p
⊃
覧
ぎ
ω
に
分
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
中
部
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る

基
本
的
な
共
同
体
孕
。
覧
ピ
は
村
落
と
必
ず
し
も
一
致
す
る
屯
の
で
な

い
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
と
く
に
前
節
に
お
い
て
も
触

れ
た
如
く
、
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
で
は
、
早
く
か
ら
人
口
数
の
多
い
大

型
の
集
村
が
形
成
さ
れ
て
い
た
が
、
か
か
る
都
市
的
な
大
集
落
で
は

古
く
か
ら
い
く
つ
か
の
p
閲
に
瓢
ω
を
そ
の
中
に
包
括
し
て
き
た
も
の

と
考
え
ら
る
。
こ
れ
ら
の
大
村
落
或
は
都
市
内
の
p
覧
ご
の
は
イ
ン
カ

の
場
合
に
は
頴
£
D
β
9
0
隊
あ
帥
唄
9
と
類
O
吋
演
あ
9
囑
ρ
、
ア
イ
マ
ラ
族
の
場
合

に
は
竃
p
鋸
嘱
9
。
と
》
巴
9
ゆ
鈴
繁
と
よ
ば
れ
る
一
そ
れ
ぞ
れ
巷
℃
Φ
弓

と
ざ
≦
¢
目
、
の
意
i
二
つ
の
臼
O
富
尾
（
半
族
）
に
組
織
さ
れ
る
の
が

　
　
　
⑲

常
で
あ
る
。
さ
き
に
述
べ
た
○
げ
琴
ぎ
に
も
そ
の
存
在
が
確
認
さ
れ

て
い
る
が
、
と
く
に
有
名
な
も
の
は
イ
ン
カ
の
首
都
0
轟
o
O
の
そ

れ
で
あ
る
。
そ
こ
で
は
、
麟
9
質
p
聴
ω
9
団
簿
に
一
一
、
潤
。
急
墜
沼
団
餌
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

一
〇
の
p
団
目
信
ω
が
属
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
漏
し
て

か
か
る
双
分
組
織
の
存
す
る
村
落
や
都
市
で
は
、
　
糞
。
一
①
昌
が
地
域

内
婚
の
単
位
と
な
り
、
儀
礼
の
単
位
と
な
っ
て
、
①
覧
ご
の
機
能
の

一
部
を
代
行
し
て
い
る
こ
と
が
少
く
な
い
点
に
注
意
が
払
わ
れ
ね
ば

な
ら
な
い
。
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さ
て
こ
の
よ
う
な
社
会
構
造
を
も
つ
9
覧
ぎ
は
具
体
的
に
ど
の
よ

う
な
経
済
的
、
行
政
酌
機
能
を
有
し
て
い
た
で
あ
ろ
う
か
。

　
　

　
三
　
拶
覧
ピ
の
諸
機
能

　
（

　
切
欝
糞
は
イ
ン
カ
時
代
の
曽
覧
ピ
の
特
色
を
要
約
し
て
、

＠
o
償
鎚
S
ω
或
は
ω
貯
。
臨
と
よ
ば
れ
る
首
長
を
中
心
に
し
た
ま
と

ま
っ
た
行
政
単
位
で
あ
る
こ
と
。
⑤
）
土
地
共
有
剃
に
も
と
ず
く
、
階

層
の
未
分
化
な
社
会
で
あ
る
こ
と
。
◎
経
済
的
に
も
自
給
体
制
を
竜

ち
、
＠
方
書
を
同
じ
う
し
、
⑥
共
同
の
儀
…
礼
を
も
つ
こ
と
の
諸
点
を

　
　
　
　
　
⑳

指
摘
し
て
い
る
。
つ
ま
り
イ
ン
カ
時
代
の
9
琶
憲
は
行
政
、
経
済
、

宗
教
そ
の
他
の
諸
機
能
の
集
積
す
る
基
本
的
な
社
会
集
団
と
し
て
意

義
ず
け
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
一
般
に
鋤
覧
罫
は
一
定
の
境
域
を
も
つ
て
い
る
。
た
だ
そ
の
内
部

に
お
い
て
は
、
衣
服
、
道
具
、
武
器
、
そ
の
他
の
日
用
品
を
は
じ
め

と
し
、
家
屋
、
宅
地
及
び
家
畜
な
ど
に
つ
い
て
は
各
家
族
の
泓
有
権

が
認
め
ら
れ
て
い
る
が
、
土
地
一
そ
の
中
に
は
耕
地
、
牧
地
、
河

川
、
湖
沼
、
森
林
、
鉱
山
、
道
路
、
溝
渠
な
ど
が
禽
ま
れ
る
一
i

は
マ
ル
カ
日
華
＄
と
よ
ば
れ
、
一
切
私
有
権
は
み
と
め
ら
れ
ず
、

9。

s
ロ
広
に
属
す
る
も
の
と
見
倣
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
こ
の
よ
う
な

共
同
体
的
土
地
所
有
の
も
と
に
組
織
だ
つ
た
土
地
割
譲
制
が
実
施
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
即
ち
、
毎
年
p
嘱
目
㍍
の
首
長
に
よ
っ
て
各
家

族
の
成
員
数
に
応
じ
て
一
定
面
積
の
耕
地
が
割
…
当
て
ら
れ
、
こ
れ
と

と
竜
に
各
耕
区
毎
に
作
物
が
定
め
ら
れ
て
、
ヨ
：
ロ
ヅ
パ
の
三
圃
制

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㊥

に
も
似
た
土
地
制
度
が
行
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
土
地
制
度
は
現
在
法
ア
イ
マ
ラ
族
で
認
め
ら
れ
る
。
即

ち
、
彼
ら
の
間
で
は
9
。
覧
冨
の
土
地
は
ま
ず
い
く
つ
か
の
耕
経
験
汐
o
ρ
9

に
分
た
れ
、
巴
づ
O
ρ
鋤
は
更
に
家
族
が
用
益
権
の
み
を
江
つ
ω
P
o
矯
9
ロ
勉

に
分
割
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
塚
族
耕
地
α
L
鋤
嘱
p
凶
9
σ
割
当
は
毎
年
二

月
の
祭
礼
の
日
に
鋤
覧
貯
の
首
長
（
ア
イ
マ
ラ
族
で
は
臣
㌶
犀
舞
9
と
い

う
）
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
、
同
一
の
ρ
貯
O
ρ
9
内
の
各
ω
9
《
鋤
獣
9
は
同

一
の
作
物
を
栽
培
し
、
同
時
に
休
閑
す
べ
き
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

輪
栽
の
作
物
や
期
間
は
、
耕
地
の
肥
沃
度
や
集
落
か
ら
の
遠
近
、
人

口
に
対
す
る
土
地
の
広
狭
な
ど
に
よ
っ
て
異
る
が
、
一
般
に
肥
沃
な

○
ゲ
庫
。
鼠
8
・
O
O
鳳
白
雲
・
O
O
℃
9
0
9
げ
き
①
地
方
な
ど
で
は
、
初
年
匿
馬
鈴

薯
．
二
年
目
オ
カ
、
三
年
目
キ
ノ
ア
或
は
大
麦
、
四
年
目
馬
鈴
薯
の

ロ
ー
テ
ー
シ
訊
ソ
が
、
『
¢
嵩
．
U
Φ
ω
餌
σ
q
煮
p
鳥
①
戦
。
地
方
で
は
初
年
馬
鈴
薯
、

二
年
目
キ
ノ
ア
或
は
大
麦
の
輪
栽
が
行
わ
れ
、
そ
の
後
ど
ち
ら
も
三

年
闘
休
閑
地
と
な
る
。
ま
た
冷
涼
な
ブ
ナ
高
地
で
は
、
初
年
馬
鈴
薯
、

二
年
目
騨
”
諏
9
≦
僧
（
馬
鈴
薯
に
似
た
根
菜
の
一
種
）
が
作
付
さ
れ
、
以
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後
馬
噌
○
年
間
休
閑
す
る
。
こ
れ
ら
の
休
閑
地
は
い
ず
れ
も
℃
謙
燐

と
よ
ば
れ
て
ρ
覧
冒
の
共
伺
放
牧
地
と
し
て
利
用
さ
れ
る
の
で
あ

⑳る
。
同
様
の
耕
区
制
と
作
物
輪
栽
、
そ
れ
に
も
と
ず
く
共
同
体
に
よ

る
耕
作
強
制
の
事
実
は
、
ペ
ル
ー
の
ケ
チ
ュ
ア
族
の
村
落
で
も
今
日

み
る
こ
と
が
で
き
る
。
O
§
8
州
の
例
で
は
、
馬
鈴
薯
↓
オ
カ
↓
大

麦
の
三
作
の
後
、
二
年
間
休
閑
す
る
方
式
が
と
ら
れ
、
囚
禦
粟
野
で

も
、
後
に
詳
し
く
述
べ
る
よ
う
に
耕
区
（
こ
こ
で
は
ω
器
き
ω
と
よ
ぶ
）

ご
と
に
同
じ
作
物
が
つ
く
ら
れ
、
第
四
～
五
年
の
エ
ケ
年
は
休
閑
期

と
し
村
の
共
同
牧
地
に
利
用
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
以
上
の
諸
例
で

は
、
大
麦
な
ど
の
新
し
い
作
物
を
輪
栽
の
中
に
と
り
入
れ
た
り
し
て
、

部
分
的
に
は
征
服
以
後
の
変
化
を
う
け
て
い
る
が
、
共
同
体
的
土
地

利
用
の
本
質
に
お
い
て
は
、
古
い
p
覧
貯
　
の
土
地
制
度
の
特
色
を

よ
く
示
す
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
と
こ
ろ
で
こ
の
。
陰
塁
9
δ
凶
9
の
耕
作
、
播
種
、
収
穫
を
は
じ
め
、
家

屋
の
建
築
な
ど
の
際
に
は
、
鋤
畷
雛
∬
の
成
員
は
い
く
つ
か
の
協
同
労

働
集
団
を
組
織
し
、
協
働
を
行
う
の
が
常
で
あ
る
。
そ
し
て
我
が
国

の
「
結
」
に
似
た
摯
ユ
一
巳
と
よ
ば
れ
る
労
働
交
換
組
織
が
古
く
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

発
達
し
て
い
た
こ
と
も
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
9
0
畷
嵩
¢
の

共
同
慣
行
の
重
要
な
も
の
と
し
て
は
、
灌
概
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き

る
。
イ
ン
カ
時
代
の
9
団
置
β
の
水
利
慣
行
に
つ
い
て
は
明
ら
か
に
し

え
な
い
が
、
ア
イ
マ
ラ
族
で
は
河
流
や
灌
概
水
路
、
主
要
な
泉
な
ど

は
全
て
9
覧
置
の
共
有
と
し
て
い
る
も
の
が
多
く
、
主
要
水
路
の
掘

撃
や
毎
年
の
溝
淡
え
は
蝉
顕
ぼ
の
首
長
の
監
督
の
竜
と
で
行
わ
れ
て

　
⑳

い
る
。
ま
た
一
つ
の
水
路
を
い
く
つ
か
の
9
覧
ピ
の
で
利
用
し
て
い

る
場
合
に
は
、
二
、
三
夜
つ
つ
区
切
っ
て
各
餌
覧
ご
ω
に
平
等
に
給
水

が
行
わ
れ
、
通
覧
《
二
三
で
は
多
数
の
水
路
の
給
水
を
調
整
し
て
、
そ

の
成
員
に
雨
季
中
に
必
ず
一
回
以
上
水
を
ひ
く
機
会
を
与
え
る
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

統
制
が
行
わ
れ
て
い
る
。
　
か
か
る
事
実
か
ら
み
て
イ
ン
カ
時
代
の

9
泣
ぽ
は
水
利
統
制
の
主
体
と
し
て
も
重
要
な
機
能
を
演
じ
て
い
た

も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
如
く
P
覧
蜜
は
、
土
地
割
替
、
共
同
労
働
、
水
利
統
制
な

ど
を
通
じ
て
生
産
活
動
を
規
制
す
る
経
済
的
機
能
を
も
つ
共
同
体
で

あ
っ
た
が
、
同
時
に
そ
れ
は
し
σ
触
鋤
導
も
指
摘
し
た
よ
う
に
、
行
政
の

最
小
単
位
と
し
て
の
機
能
を
も
荷
う
基
礎
集
団
で
あ
っ
た
。
征
服
当

時
イ
ン
カ
帝
国
は
ま
ず
四
つ
の
大
行
政
区
の
。
団
。
に
分
た
れ
、
ω
o
団
。

は
イ
ン
カ
以
前
の
鍵
熱
量
。
q
桟
。
ξ
或
は
登
庁
く
①
の
窪
8
を
踏
襲
す

る
行
政
区
妻
ゆ
臼
9
諏
或
は
類
p
産
品
に
分
た
れ
て
い
た
。
　
さ
ら
に

≦
節
目
蝕
　
は
伝
統
的
な
双
分
糊
に
従
っ
て
二
つ
の
鈴
畷
p
に
分
れ
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（
人
口
が
多
い
場
合
に
は
三
つ
の
。
騒
簿
岩
ω
に
分
た
れ
る
こ
と
も
あ
る
）
、
各

ω
9
嘱
9
は
い
く
つ
か
の
大
き
さ
の
異
る
鋤
団
目
戴
ω
に
よ
っ
て
構
成
さ

れ
て
い
触
・
そ
し
て
・
各
行
政
区
に
は
そ
れ
ぞ
れ
合
に
応
じ
て
階

級
の
異
る
行
政
官
が
お
か
れ
て
き
わ
め
て
整
然
と
し
た
行
政
組
織
が

備
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
イ
ン
カ
時
代
の
9
滋
冒

は
か
か
る
行
政
組
織
の
最
下
部
に
編
入
、
固
定
せ
し
め
ら
れ
、
一
種

の
行
政
村
と
し
て
の
性
格
を
与
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。
従
っ
て

蝉
団
目
¢
の
首
［
長
。
償
鑓
0
9
◎
ω
（
ア
イ
マ
ラ
族
で
は
ぼ
冨
振
込
）
は
既
述
の
よ

う
に
土
地
割
替
、
灌
概
水
利
の
統
糊
、
監
督
に
当
る
ほ
か
、
共
同
体

内
の
簡
単
な
裁
判
権
を
も
ち
、
徴
税
の
義
務
を
負
っ
て
い
た
の
で
あ

胸
。
と
こ
ろ
で
、
イ
ン
カ
時
代
の
課
税
は
全
て
賦
役
の
形
を
も
つ
て

支
払
わ
れ
て
い
た
。
こ
の
た
め
、
簿
覧
欝
に
は
各
家
族
へ
割
当
て
ら

れ
る
耕
地
の
ほ
か
、
太
陽
神
の
祭
麗
用
耕
地
と
イ
ン
カ
の
帝
室
用
耕

地
が
必
ず
付
随
し
、
9
覧
冒
の
農
民
は
こ
れ
ら
の
耕
地
を
共
同
で
耕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

炉
要
す
る
こ
と
空
義
務
づ
け
わ
れ
て
い
た
。
o
霞
9
0
拐
は
そ
の
監
督
と

」
収
穫
物
の
収
納
に
竜
当
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
ほ
か
イ
ン
カ
政

府
は
、
軍
隊
、
鉱
山
或
は
公
共
事
業
の
た
め
労
働
力
（
こ
れ
を
巨
欝

と
よ
ぶ
）
の
提
供
を
、
o
二
触
P
8
の
を
通
じ
て
各
9
覧
ぎ
に
割
付
け
て

い
た
の
で
あ
っ
て
、
か
か
る
点
か
ら
イ
ン
カ
時
代
の
鋤
覧
冨
は
行
政

1
1
課
税
の
単
位
と
し
て
の
機
能
を
荷
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
で
き

る
の
で
あ
る
。
と
こ
ろ
で
現
代
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
の
行
政
機
構
の
最
下
部

の
単
位
は
「
村
」
o
o
期
日
償
心
土
で
あ
る
が
、
そ
こ
で
は
愚
な
お
、
法

制
上
の
行
政
官
8
遜
①
σ
q
嵐
。
聴
或
は
巴
。
巴
Ω
①
よ
り
む
し
ろ
、
掌
D
覧
冒

の
首
長
ぼ
罷
職
無
9
が
実
際
的
な
権
力
を
握
っ
て
い
る
と
い
わ
れ
て

い
る
。
こ
の
場
合
ぽ
㌶
オ
讐
P
の
選
出
は
、
以
前
三
士
閃
讐
p
で
あ
っ

た
村
の
長
老
の
推
挙
に
よ
っ
て
、
家
長
達
の
中
か
ら
年
長
の
竜
の
が
、

選
ば
れ
る
の
が
通
例
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
任
期
は
今
で
は
六
ケ
月
に

短
縮
さ
れ
て
い
る
が
嘗
っ
て
は
も
っ
と
長
か
っ
た
屯
の
と
推
定
さ
れ
、

と
く
に
周
辺
地
方
で
は
伝
統
的
な
ぼ
冨
靴
墨
の
権
威
が
、
今
日
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

も
著
し
い
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
以
上
の
よ
う
に
イ
ン
カ
時
代
の
p
覧
冒
は
、
平
均
三
〇
〇
～
四
〇

〇
人
の
人
口
規
模
を
も
ち
、
地
域
内
婚
に
よ
っ
て
結
合
さ
れ
た
生
活

共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
経
済
、
行
政
の
諸
機
能
の
集
積
す
る
基
礎

的
な
共
同
体
と
し
て
特
徴
づ
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
9
覧
貯

そ
の
も
の
の
起
、
源
は
、
イ
ン
カ
以
前
に
ま
で
遡
る
も
の
で
あ
る
こ
と

は
量
目
で
は
定
説
と
な
っ
て
い
る
。
例
え
ば
祭
祀
摺
、
帝
室
用
、
家
族

用
の
三
つ
の
耕
地
の
区
分
も
、
も
と
も
と
古
い
共
同
体
が
祖
神
と
首

長
の
た
め
の
耕
地
を
そ
の
内
部
に
有
し
て
い
た
も
の
を
踏
襲
し
、
イ
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ン
カ
時
代
に
な
っ
て
制
度
化
し
た
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
イ
ン
カ

時
代
に
は
む
し
ろ
旧
来
の
9
胤
ゴ
の
一
部
を
移
動
、
合
併
せ
し
め
て
隔

イ
ン
カ
帝
国
の
行
政
単
位
に
適
す
る
形
に
そ
の
一
部
を
再
編
成
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＠

こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。
膨
O
毒
①
は
こ
の
点
を
強
調
し
て
、

「
出
自
に
よ
つ
て
結
合
さ
れ
る
血
縁
集
団
か
ら
、
多
く
の
家
族
が
同

一
の
場
所
に
居
住
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
形
成
さ
れ
る
村
落
共
同
体
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑳

の
進
化
は
す
で
に
イ
ン
カ
時
代
に
は
じ
ま
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。

つ
ま
り
原
初
的
な
霞
亭
8
重
美
¢
巳
受
か
ら
拡
大
家
族
を
樽
成
要
素

と
す
る
琶
の
①
σ
Q
ヨ
①
ロ
8
α
o
o
日
導
g
巳
蔓
　
へ
の
進
化
が
イ
ン
カ
時
代

に
行
わ
れ
た
こ
と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
プ
レ
・
イ
ン
カ
の
原
初
的
共
同
体
の
具
体
的
∵
な
姿
を
知
る

資
料
は
、
今
罠
我
々
に
は
殆
ん
ど
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
従
っ
て
こ

こ
で
は
、
一
応
イ
ン
カ
の
共
同
体
を
起
点
に
、
そ
れ
以
後
の
共
同
体

の
変
容
過
程
を
辿
っ
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

①
モ
ル
ガ
ン
、
荒
畑
寒
村
訳
、
古
代
社
会
、
一
九
九
頁
以
下
。

②
回
出
・
幻
O
≦
Φ
の
引
用
に
よ
る
。

③
三
晟
彰
英
、
天
ッ
三
族
・
蜀
ッ
神
族
と
応
分
綴
織
、
史
林
三
八
の
六
、

　
九
頁
以
下
に
よ
る
。

④
鼠
ω
効
⇒
ω
い
陣
玄
O
●
b
・
帥
Q
◎
①
躇
●
こ
の
場
合
跨
ぽ
。
と
い
．
）
の
は
単
系
血

　
縁
集
団
を
意
味
す
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

⑤
点
語
貸
。
α
貫
○
銭
℃
昏
三
脅
一
く
①
9
ε
邑
℃
。
養
比
の
ρ
6
G
。
．
｛
土
嚢
光
司

訳
、
下
＝
二
頁
。

⑥
○
∬
き
瀬
霞
…
≧
茜
Φ
諺
⑦
ぎ
。
芝
一
泣
ω
9
既
け
O
o
ω
o
置
。
鐸
9
同
8
①

藤
沢
保
太
鄭
訳
、
ω
　
露
四
一
頁
以
下
。

⑦
図
。
≦
ρ
瞥
罫
宰
卜
。
器
…
謡
9

⑧
ピ
”
切
9
疑
ρ
毛
…
目
δ
》
団
勇
①
養
囲
聲
象
霧
ω
o
隔
導
①
い
帥
二
目
江
。
碧
p
⊃

聾
寡
窪
詳
ゆ
。
犀
謡
2
》
ヨ
．
》
昌
9
鴎
8
●
羅
①
資
ρ
劉
P
の
◎
。
」
潔
。
。
や
．
↑
澄
・

↓
の
。
ゲ
8
蔚
い
》
矯
琶
雲
」
鑓
”
や
器
O
●
℃
．
置
ド

⑨
円
。
嶺
①
…
筐
9
P
卜
。
認
●
い
9
切
下
お
㎞
一
等
9
9
ぱ
b
⊃
’

⑩
例
え
ば
諺
嘱
巴
母
9
族
の
O
舞
葛
ρ
償
①
9
静
置
で
は
三
三
家
族
よ
り

　
な
る
が
、
こ
れ
が
四
つ
の
①
馨
p
ρ
旨
O
獲
ω
に
グ
ル
ー
プ
さ
れ
て
い
る
。
即
ち

空
ぎ
二
三
家
族
）
図
§
霧
匿
（
六
）
↓
暴
（
二
）
○
§
麸
自
Φ
（
一
一
二
）

　
で
あ
る
。
ま
た
総
人
口
一
七
〇
人
で
一
家
族
平
均
入
口
は
五
・
四
六
人
と

　
な
る
G
（
囲
じ
P
じ
d
勉
耽
励
Φ
い
一
σ
照
降
博
や
．
H
蒔
駆
。
）

⑪
欝
嵩
広
を
共
有
し
、
家
族
名
を
岡
じ
く
す
る
拡
大
家
族
以
外
で
あ
れ
ば
、

　
型
鋼
と
し
て
婚
姻
は
麟
由
で
あ
る
（
弓
ω
O
げ
O
や
涛
旧
ぴ
哉
鴇
》
切
魔
’
）
。
ま

　
た
同
「
家
族
名
を
も
つ
も
の
が
、
と
き
に
二
つ
以
上
の
8
ヨ
℃
O
q
μ
伽
の
を

占
艦
す
る
場
合
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

⑫
｝
．
鶏
璽
く
霧
α
も
p
覧
貯
と
。
冨
挿
の
枳
窮
す
る
点
と
し
て
、
こ
の
地

城
内
婚
を
と
り
あ
げ
て
お
り
、
と
く
に
そ
の
親
族
呼
称
が
日
系
で
あ
る
点

　
を
強
調
し
て
い
る
。
　
ω
8
≦
弩
α
…
雪
明
匂
や
圃
ω
膳
●

⑧
円
。
≦
e
汐
算
や
浅
野
　
　
　
⑭
の
の
9
0
鉱
ざ
暗
算
や
朝
凝
・

⑭
ピ
節
ゆ
銭
お
ユ
σ
蒼
マ
籔
’

⑯
ピ
9
し
5
欝
話
の
引
用
に
よ
る
。
玉
算
℃
●
鼠
駆
ゆ
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⑫
い
黛
。
ご
d
節
叢
①
脳
陣
窪
騨
勺
・
置
卜
⊃
’
平
均
一
家
族
人
日
数
は
註
⑧
の
例
に
よ
り

算
定
。

⑱
菌
〇
三
Φ
び
Q
“
6
9
ρ
長
窪
奏
陣
旨
夢
o
O
9
。
忌
鷺
毒
。
泣
9
麺
ω
・

渉
．
H
．
＜
o
ピ
N
．
ち
ま
や
お
O
．

⑲
臼
の
魯
。
讐
匹
二
ぴ
鐸
娼
．
㎝
自
’
罎
①
き
ω
二
び
算
や
ω
8
～
ω
O
。
。
・

⑳
労
。
≦
Φ
二
9
9
や
霧
Q
。
・

⑳
属
霧
。
野
誤
脚
↓
冨
》
糞
δ
跨
Ω
設
冒
勉
ぎ
霧
。
粘
評
三
口
り
㎝
刈
や

　
H
諺
－
幾
ω
●
の
引
用
に
よ
る
。

⑳
唱
o
N
9
9
ω
0
9
巴
9
・
影
麟
響
。
ぎ
影
答
。
腿
勺
。
跨
ざ
萎
め
く
。
ξ
江
。
φ
o
h

　
O
o
日
厳
環
琶
鉱
①
ω
9
0
①
弦
巴
9
一
勺
巽
ξ
霞
．
G
Q
．
》
●
H
●
＜
9
・
b
⊃
●
℃
’
似
Q
。
9

⑳
閃
O
毒
①
“
二
一
旧
や
ト
。
α
①
。
子
供
の
な
い
夫
婦
に
鋼
当
て
ら
れ
る
耕
地
面

積
は
冒
。
宮
と
よ
ば
れ
、
息
子
が
あ
れ
ば
夫
婦
に
更
に
一
8
℃
。
、
娘
な

　
ら
ば
獄
8
や
O
が
翻
当
ら
れ
る
。
日
ε
り
O
の
実
面
積
は
の
P
吐
O
障
P
ω
O
に
よ

　
れ
ば
ピ
α
⑩
エ
ー
カ
ー
即
ち
約
六
・
醐
反
と
い
わ
れ
る
。
8
ω
o
げ
。
鷺
犀
の
調

　
査
し
た
南
ペ
ル
ー
の
Ω
旨
O
巳
ε
の
ア
イ
マ
ラ
族
で
は
、
あ
る
窟
農
（
夫

　
婦
と
子
供
一
人
）
は
二
・
ニ
エ
ー
カ
ー
の
自
作
地
と
○
・
七
五
エ
ー
カ
ー

　
の
借
入
地
を
経
営
し
、
中
農
（
購
）
は
一
・
軍
属
エ
ー
カ
ー
の
自
作
地
を
、

　
貧
縫
（
夫
婦
と
子
供
二
）
は
○
・
一
一
エ
ー
カ
ー
の
白
回
作
地
と
○
。
五
七

　
エ
ー
カ
ー
の
借
入
地
を
経
営
し
て
い
る
。
（
↓
ω
o
げ
。
唱
陣
二
瓢
食
や
α
置
●
）

　
ま
た
現
轟
仕
ク
ー
ス
コ
付
近
で
は
　
一
一
O
℃
O
は
約
三
一
・
四
ア
ー
ル
三
型
三

　
反
と
そ
の
単
位
が
縮
小
し
て
い
る
が
、
後
に
も
ふ
れ
る
よ
う
に
今
日
ク
ー

　
ス
コ
付
近
で
は
、
約
三
8
や
。
弱
の
平
均
耕
地
面
積
を
も
つ
と
も
い
わ
れ

　
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
征
服
前
簿
覧
ぎ
共
問
体
で
は
一
家
族
平

　
均
ニ
エ
ー
カ
ー
余
り
即
ち
一
町
前
後
の
耕
地
を
経
営
し
て
い
た
も
の
と
想

　
諄
し
う
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

⑳
富
望
凌
①
い
受
幽
も
」
圏
占
α
O
．
↓
の
鼻
8
欝
㎞
窪
斜
や
三
献
～
銃
q
・

⑳
ぎ
墓
“
葦
9
や
・
。
節
高
b
綴
・
弓
・
。
ぽ
嘗
三
匿
も
・
暴
・
．
あ

　
場
合
9
5
陣
艮
を
構
成
す
る
単
位
は
拡
大
家
族
で
相
互
に
等
猛
の
労
働
を
交

換
す
る
。

⑳
↓
ω
魯
8
涛
…
惹
9
紐
㎝
・

⑳
い
蕊
母
悉
㎞
§
P
や
。
。
ド
　
　
　
　
　
＠
男
。
ぞ
Φ
㎞
筐
9
や
8
蝉

⑳
蜀
。
≦
①
二
σ
蒼
や
悼
黛
．
燭
o
N
o
脚
薫
偽
・
や
蒔
。
。
㎝
・

⑳
困
O
≦
①
“
博
げ
己
9
》
卜
a
⑦
㎝
i
b
っ
①
①
・
こ
の
ω
∬
⇔
臼
①
諺
覧
Φ
と
ぎ
O
ω
の
た

　
め
の
耕
地
は
場
所
に
よ
っ
て
そ
の
大
き
さ
が
異
っ
て
い
た
ら
し
い
が
、
村

　
法
内
に
お
け
る
こ
れ
ら
の
耕
地
の
面
積
比
や
分
布
状
態
な
ど
一
切
不
明
で

　
あ
る
。

⑳
い
鋤
口
p
⊃
匿
Φ
二
瓢
9
唱
」
緯
一
H
密
・

⑫
窯
器
舅
コ
σ
算
℃
・
ミ
昏
⊃
t
ミ
ω
．
℃
・
同
ミ
・
罰
。
≦
Φ
…
薫
9
や
ト
。
圃
N
・

⑳
関
。
≦
①
＝
露
9
や
さ
。
鵠
・

三
、
共
筒
体
の
変
容
過
程
と
そ
の
条
件

　
一
五
三
二
年
に
は
じ
ま
る
ス
ペ
イ
ン
の
侵
入
に
よ
っ
て
、
イ
ン
カ

帝
国
は
瓦
解
し
、
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
は
新
胆
な
主
人
を
迎
え
た
。
こ
の
征

服
者
た
ち
は
　
p
覧
ぎ
の
土
地
を
含
め
て
全
て
の
土
地
は
ス
ペ
イ
ン

国
王
の
土
地
と
宣
轡
面
し
、
こ
れ
と
と
も
に
古
い
鋤
網
田
の
土
地
共
有

調
を
齢
し
、
土
地
私
有
制
の
実
施
を
強
制
し
た
。
そ
し
て
新
に
建
設
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し
た
植
民
都
「
市
を
－
婆
心
に
、
．
イ
ソ
デ
ィ
ァ
ソ
の
土
地
の
接
収
を
強
行

　
　
　
　
　
①

し
た
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
9
覧
冨
の
運
命
的
な
解
体
の
悲
劇
が
開
幕

す
る
。

　
新
大
陸
の
植
民
に
当
り
、
そ
の
当
初
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
人
の
と

っ
た
土
地
制
度
Φ
づ
8
日
δ
⇔
山
p
制
は
、
も
と
も
と
特
別
の
功
績
の
あ

る
個
人
（
①
一
P
O
O
ヨ
Φ
β
α
O
戦
O
）
に
対
し
、
自
己
及
び
相
続
人
の
終
身
期
問

中
一
定
地
域
内
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
か
ら
貢
物
を
要
求
す
る
権
利
を
ス

ペ
イ
ン
王
が
認
許
す
る
制
度
で
あ
っ
た
。
し
か
し
実
際
に
は
、
エ
ソ

コ
メ
ソ
デ
ー
ロ
は
認
許
に
拘
り
な
く
無
制
隈
に
エ
ソ
数
、
、
、
エ
ソ
ダ
を

継
続
、
拡
大
し
、
さ
ら
に
貢
物
の
み
・
で
な
く
個
人
の
労
働
給
付
を
要

求
し
、
遂
に
は
契
鷺
¢
の
土
地
そ
の
も
の
を
も
占
有
す
る
に
至
っ
た

　
　
　
　
　
　
②

と
言
わ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
な
エ
ソ
コ
ミ
エ
ソ
ダ
の
急
速
な
拡
大
に
伴
い
共
問
体
は

ど
の
よ
う
な
変
容
を
蒙
っ
た
で
あ
ろ
う
か
。
囚
郎
三
興
は
そ
の
過
程

を
大
略
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
エ
ソ
コ
ミ
エ
ソ
ダ
の
範
圏
に
入

っ
た
共
同
体
で
は
、
或
も
の
は
マ
ル
カ
の
耕
地
を
白
人
に
占
居
さ
れ

た
た
め
自
然
条
件
の
劣
悪
な
土
地
へ
追
込
め
ら
れ
、
ま
た
或
も
の
は

彼
ら
の
食
習
慣
と
は
全
然
関
係
の
な
い
貢
租
用
作
物
（
小
麦
。
大
麦
．

砂
糖
・
牧
草
な
ど
）
の
赫
栽
培
を
㎜
強
劇
糊
さ
れ
、
さ
ら
に
は
灌
銭
買
水
利
権
｛
を

白
人
に
支
配
さ
れ
た
り
し
た
た
め
、
共
同
体
の
伝
統
的
な
農
業
経
営

方
式
は
そ
の
バ
ラ
ン
ス
を
失
い
、
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
。
そ
の

結
果
、
多
く
の
共
同
体
は
そ
の
戒
立
の
基
盤
を
喪
失
し
て
崩
壊
の
過

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
③

程
を
辿
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
ま
た
征
服
者
た
ち
は
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
の
労
働
力
を
集
約
的
に
利
用
す
る
た
め
、
し
ば
し
ば
計
画
的
に
集

落
を
移
動
せ
し
め
た
。
こ
の
場
合
に
も
マ
ル
カ
と
の
距
離
が
距
る
に

従
っ
て
労
働
集
約
的
な
彼
ら
の
農
業
は
経
営
で
き
な
く
な
り
、
こ
れ

に
伴
い
P
覧
冨
電
そ
の
本
来
の
機
能
を
失
っ
て
消
滅
す
る
例
が
み
ら

　
④

れ
る
。
こ
の
ほ
が
植
民
時
代
初
期
に
は
溝
騨
掌
。
と
よ
ば
れ
る
鉱
山
、

工
場
、
土
木
事
業
、
と
く
に
鉱
山
に
関
す
る
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
強
制
労

働
制
度
が
あ
り
、
鉱
山
周
辺
の
地
域
で
は
長
期
間
大
量
の
労
働
力
が

pD

c
目
皿
か
ら
鉱
山
に
吸
収
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
共
同
体
の
人
口
が
激

減
し
、
ひ
い
て
は
p
覧
冨
の
存
続
に
大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

見
逃
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
い
ず
れ
に
し
て
も
ス
ペ
イ
ン
「
人
の
侵
入

に
よ
っ
て
多
く
の
鋤
琶
貯
が
決
定
的
な
変
化
を
蒙
り
、
急
速
な
変
化

を
と
げ
た
の
で
あ
り
、
そ
の
結
果
共
同
体
を
は
な
れ
て
生
活
す
る
イ

ン
デ
ィ
ア
ン
が
多
…
数
W
究
生
し
た
。
こ
の
豊
岡
体
を
は
な
れ
た
イ
ン
デ
ィ

ア
ン
は
と
く
に
団
目
障
8
墨
ω
と
よ
ば
れ
、
共
同
体
に
残
る
イ
ン
デ
ィ
ア

ン
げ
鎮
§
冠
§
器
と
区
別
さ
れ
て
い
る
の
は
注
意
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
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イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
民
族
的
特
色
を
最
初
に
失
う
の
が
　
団
9
・
鎚
o
o
づ
9
。
ω

で
あ
り
、
げ
p
窪
鵠
鴇
諏
昌
簿
ω
は
共
同
体
の
殼
に
閉
籠
り
、
彼
ら
の
罠
族

飾
特
色
を
比
較
直
後
ま
で
よ
く
保
持
し
て
い
た
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
一
七
世
紀
後
半
、
即
ち
植
民
地
時
代
後
半
に
入
る
と
、
エ
ソ
コ
、
、
、

エ
ソ
ダ
は
廃
止
さ
れ
、
一
応
政
治
的
に
は
安
定
期
に
入
る
が
、
貨
…
幣

経
済
が
発
達
し
、
土
着
の
共
同
体
は
相
変
ら
ず
日
騨
9
」
の
提
供
、
貢

租
や
の
地
方
行
政
官
（
窪
舜
8
ω
な
ど
）
の
供
与
の
支
払
な
ど
の
経
済
約

負
担
を
そ
の
内
部
で
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
。
こ
の
た
め

一
部
の
共
同
体
で
は
収
入
増
加
を
計
る
方
法
と
し
て
、
各
種
の
手
工

業
を
行
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
場
合
に
も
価
格
の
決
定
は
植
民
者
に

よ
っ
て
行
わ
れ
た
た
め
、
利
潤
は
小
さ
く
却
っ
て
貨
幣
経
済
の
中
に

巻
き
込
ま
れ
、
自
然
経
済
に
基
礎
を
お
く
共
同
体
の
存
続
を
脅
か
し

た
。
ま
た
他
の
共
同
体
で
は
、
貢
租
を
支
払
う
た
め
、
外
来
種
の
商

痛
作
物
の
栽
培
や
牛
、
羊
、
馬
な
ど
の
飼
育
を
受
入
れ
、
収
入
の
増

加
を
計
ら
ね
ば
ゆ
な
ら
て
な
か
っ
た
が
、
こ
れ
も
北
ハ
同
体
へ
の
親
心
m
経
済

導
入
の
重
要
契
機
と
な
り
、
伝
統
的
な
農
業
体
系
の
変
化
、
ひ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

は
共
同
体
の
解
体
を
促
す
要
因
と
な
っ
た
。
か
く
し
て
植
民
地
時
代

約
一
二
〇
〇
年
閣
を
通
じ
、
村
落
共
同
体
の
殻
を
外
部
か
ら
打
破
る
皇

女
の
条
件
が
作
用
し
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
独
立
以
後
の
時
代
に
な

っ
て
も
、
櫃
畏
地
時
代
の
貢
租
は
名
目
上
は
廃
止
さ
れ
は
し
た
が
、

な
お
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
税
8
⇒
碕
笹
¢
9
ひ
⇔
α
①
ぎ
象
α
Q
Φ
欝
P
ω
と
名
称
を

変
え
て
存
続
し
、
共
和
国
政
府
は
ユ
、
の
財
政
収
入
の
一
㎝
6
を
こ
れ

に
頼
っ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
ま
た
旨
博
曽
も
鍵
⇔
＄
と
名
百
を

改
め
て
残
存
し
大
農
場
ぴ
9
宝
飯
費
や
公
共
事
業
に
そ
の
労
働
力
が

箆
さ
墾
い
緬
・
・
論
叢
近
で
量
地
私
有
制
の
徹
底
、
幕

経
済
の
滲
透
に
よ
っ
て
共
同
体
を
構
成
す
る
各
家
族
の
経
済
的
関
心

が
多
様
化
し
て
、
こ
れ
が
大
家
族
を
単
位
と
す
る
共
同
体
の
結
合
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑧

弛
緩
せ
し
．
め
る
原
因
に
な
っ
て
い
る
こ
と
も
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
以

上
要
す
る
に
、
征
服
以
後
、
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
い
て
は
、
村

落
共
同
体
の
解
体
を
促
進
す
る
数
多
く
の
要
西
の
作
用
し
て
き
た
こ

と
が
知
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
他
方
で
は
こ
れ
ら
の
共
同
体
の
解
体
を
阻
止
す

る
い
く
つ
か
の
条
件
の
あ
る
こ
と
が
注
音
心
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま

ず
そ
の
第
一
は
ス
ペ
イ
ン
人
自
身
の
植
民
政
策
の
中
に
求
め
る
こ
と

が
で
き
る
。
即
ち
植
摩
羅
た
ち
は
貢
租
や
謹
詳
簿
を
賦
課
す
る
に
当

っ
て
、
個
人
で
は
な
く
既
存
の
村
落
共
同
体
そ
の
も
の
を
課
税
対
象

と
し
て
、
共
同
体
の
首
［
長
。
償
舜
O
§
D
ω
に
そ
の
徴
集
を
命
じ
た
。
そ
の

た
め
。
江
鐸
o
c
。
ω
の
権
威
は
イ
ン
カ
時
代
よ
り
一
層
大
き
く
な
り
、
共
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同
体
の
政
治
機
構
も
征
服
前
の
そ
れ
が
角
層
地
制
度
の
下
部
組
織
に

そ
の
ま
ま
組
入
れ
ら
れ
、
処
に
よ
っ
て
は
却
っ
て
強
化
さ
れ
る
傾
向

さ
え
示
し
て
い
た
。
囚
償
厳
①
冠
は
一
般
に
エ
ソ
コ
ミ
エ
ソ
ダ
制
の
も

と
に
あ
っ
て
竜
、
征
服
前
と
同
様
国
¢
P
昌
鋸
蜜
黛
。
と
麟
霞
戸
長
聖
旨
と

よ
ぶ
二
つ
の
日
。
δ
蔓
が
維
持
さ
れ
、
各
ヨ
鼠
①
蔓
は
そ
れ
ぞ
れ
数

ケ
の
p
団
ロ
環
の
か
ら
成
り
、
各
9
団
悶
仁
の
。
償
欝
0
9
ω
は
貢
租
の
徴

集
と
臼
博
P
の
徴
発
を
委
託
さ
れ
、
徴
集
さ
れ
た
下
町
は
、
げ
p
昌
p
亭

ω
孚
。
矯
P
の
首
長
娼
重
葬
Φ
邑
9
D
℃
Φ
暦
O
p
9
の
も
と
に
集
積
さ
れ
て
い
た
と

　
　
　
　
⑨

報
じ
て
い
る
。
現
代
ペ
ル
ー
の
村
落
に
お
い
て
も
巴
。
巴
q
Φ
と
よ
ば

れ
る
村
長
が
、
　
壁
φ
①
p
δ
労
働
（
以
前
の
欝
卿
㌶
に
当
る
公
共
事
業
の
た
め

の
強
制
労
働
）
の
実
施
・
農
耕
の
開
始
期
の
決
定
・
公
共
の
秩
序
の

保
持
な
ど
の
権
限
を
有
し
て
い
る
が
、
こ
れ
も
古
い
共
同
体
の
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑩

機
構
の
残
存
を
物
語
る
竜
の
で
あ
ろ
う
。
ま
た
℃
o
N
o
の
掲
げ
た
り

マ
州
の
植
民
町
の
①
暮
溢
前
沼
日
識
巳
α
巴
α
①
国
奏
識
①
o
の
例
に
よ
る

と
、
こ
の
町
は
社
会
、
経
済
、
行
政
、
宗
教
各
面
に
お
い
て
殆
ん
ど

独
立
し
た
二
つ
の
　
p
《
ロ
償
ω
、
即
ち
踏
二
ゆ
訟
8
（
人
口
三
六
八
人
目
と

》
一
㌶
信
＄
（
二
五
〇
人
）
か
ら
成
っ
て
い
る
が
、
　
各
9
団
犀
¢
は
夫
々

首
長
を
も
ち
、
学
校
や
教
会
を
共
有
す
る
ほ
か
、
共
有
の
耕
地
と
牧

地
或
は
灌
概
水
路
を
征
服
後
竜
長
い
闇
有
し
、
　
p
覧
ピ
を
単
位
に

営
お
9
労
働
に
従
事
し
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
町
に
　
鋤

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（

お
い
て
共
有
耕
地
の
各
家
族
へ
の
分
割
は
閏
自
伝
①
o
で
は
一
八
八

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
6
8

八
年
目
と
㌶
琴
9
で
は
一
九
〇
八
年
に
な
つ
．
で
は
じ
め
て
完
全
に
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

施
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
植
民
社
会
内
部
に
お
け
る
共
同
体
の
古
い
行
政
機
講

の
残
存
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
植
芝
政
策
と
関
連
す
る
竜
の
で
あ
る
が
、

一
方
に
お
い
て
土
地
の
共
有
や
一
問
水
利
慣
行
に
基
礎
を
お
く
土
着

農
業
制
度
そ
の
電
の
の
残
存
と
も
密
接
に
関
連
す
る
こ
と
が
考
え
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
既
に
述
べ
た
よ
う
に
エ
ソ
凱
ミ
エ
ソ
ダ
に
包
含
さ

れ
、
植
民
政
策
の
強
い
影
響
を
蒙
っ
た
共
同
体
で
は
、
土
着
農
業
の

著
し
い
変
化
を
余
儀
な
く
さ
れ
た
屯
の
が
少
な
く
な
い
。
し
か
し
、

も
と
も
と
中
部
ア
ン
デ
ス
の
土
着
農
業
は
、
こ
の
地
域
の
自
然
に
き

わ
め
て
よ
く
順
応
し
た
も
の
で
あ
り
、
と
く
に
高
地
部
で
は
新
し
い

農
業
の
導
入
に
対
し
、
気
候
的
な
制
約
が
大
き
か
っ
た
こ
と
。
征
服

以
後
も
土
着
民
の
食
習
慣
が
殆
ん
ど
変
化
せ
ず
、
ま
た
土
着
の
農
業

慣
行
の
伝
統
性
が
き
わ
め
て
強
固
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
の
た
め
、
中
．

部
ア
ン
デ
ス
地
域
i
と
く
に
高
地
部
…
i
に
お
い
て
は
、
古
い
土

着
農
業
の
特
色
が
現
在
屯
よ
く
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
が
で

き
る
。
例
え
ば
作
物
に
つ
い
て
み
る
と
、
古
く
か
ら
ア
ン
デ
ス
高
地
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の
基
本
的
写
な
作
物
を
な
し
て
い
た
馬
鈴
薯
【
、
キ
ノ
ア
、
ト
ウ
モ
揖
コ

ソ
な
ど
が
今
先
で
も
重
要
な
役
割
を
演
じ
て
お
9
、
小
麦
、
大
麦
な

ど
の
外
来
作
物
は
多
く
の
場
合
、
本
来
の
農
業
に
付
加
さ
れ
た
二
次

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑫

的
な
商
品
作
物
に
す
ぎ
な
い
。
今
蜀
O
爲
o
o
地
方
の
農
家
の
平
均

収
継
一
高
が
馬
鈴
薯
二
二
八
・
四
～
五
一
．
ニ
ブ
ッ
シ
ェ
ル
、
ト
ウ
モ
ロ

コ
シ
四
・
八
～
六
・
四
ブ
ッ
シ
ェ
ル
、
小
麦
一
・
六
ブ
ッ
シ
ェ
ル
と
報

告
さ
れ
て
い
％
の
詮
の
こ
と
を
よ
く
裏
書
き
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
・

　
ま
た
作
物
の
み
で
は
な
く
、
具
体
的
な
農
業
経
営
様
式
に
つ
い
て

竜
、
高
地
部
な
ど
で
は
、
古
い
土
着
の
様
式
が
よ
く
残
存
し
て
い
る

こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
前
節
に
於
て
竜
、
少
し
ふ
れ
た
O
自
8
州

の
一
村
落
囚
曽
岱
昌
に
お
い
て
は
、
過
去
八
○
年
間
の
人
口
増
加
に

よ
つ
て
土
地
の
分
割
、
私
有
化
が
推
し
進
め
ら
れ
た
に
も
拘
ら
ず
、

例
え
ば
現
在
で
も
耕
作
の
開
始
は
、
春
の
祭
礼
の
直
後
、
．
三
月
一
四

日
頃
村
長
に
よ
っ
て
行
わ
れ
る
　
《
耕
地
分
配
お
℃
碧
鋤
。
δ
欝
》
　
の

行
事
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
所
有
地
を
確
認
さ
れ
て
か
ら
行
わ
れ
る

の
で
あ
っ
て
、
古
い
共
同
体
の
土
地
割
算
の
農
業
慣
行
が
よ
く
伝
え

ら
れ
て
い
る
。
事
実
そ
の
経
営
に
際
し
て
も
種
女
の
共
同
体
的
規
制

が
み
わ
れ
る
。
即
ち
村
落
の
耕
地
は
平
担
面
と
斜
面
に
六
ケ
つ
つ
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑮

計
一
二
の
耕
区
ω
器
冒
①
ω
に
分
た
れ
、
各
家
族
は
平
地
と
斜
面
の
耕

区
に
夫
女
耕
地
を
分
散
所
有
（
標
準
的
な
所
有
形
態
は
平
地
の
四
移
駐
、

叙
颪
の
こ
耕
区
に
夫
々
一
ケ
所
つ
つ
所
有
）
し
て
い
る
。
そ
し
て
各
耕
野

鳥
に
初
年
馬
鈴
薯
、
一
一
年
目
オ
カ
、
三
年
目
大
麦
、
四
、
五
年
目
休

閑
共
同
放
牧
、
六
年
目
休
閑
の
ロ
ー
テ
…
シ
ョ
ソ
が
実
施
さ
れ
て
い

る
の
で
あ
る
。
耕
地
の
分
散
は
自
然
条
件
の
異
る
平
地
と
斜
颪
の
農

業
生
産
を
調
整
す
る
機
能
を
有
し
、
耕
区
制
に
よ
る
耕
作
強
制
に
つ

い
て
は
、
無
肥
料
で
耕
地
の
肥
沃
度
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
休
閑

放
牧
に
よ
り
、
耕
地
の
肥
沃
度
の
回
復
を
は
か
る
輪
栽
法
に
穎
ら
ざ

る
を
得
な
い
農
業
技
術
水
準
の
低
さ
が
、
そ
れ
を
今
日
ま
で
持
続
せ

し
め
た
理
由
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
彼
ら
の
使
用
す
る

農
具
は
、
o
げ
曽
ρ
¢
蹄
餌
臼
寛
と
よ
ぶ
足
踏
台
の
つ
い
た
鉄
の
刃
先
を
も

つ
掘
棒
と
木
叢
に
鉄
刃
を
つ
け
た
鍬
を
中
心
に
、
土
塊
叩
き
、
脱
穀

棒
な
ど
か
ら
成
り
、
イ
ン
カ
時
代
と
殆
ん
ど
変
ら
な
い
寅
弱
な
竜
の

で
、
と
く
に
梨
を
今
臼
で
も
所
有
し
て
い
な
い
。
従
っ
て
作
業
能
率

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑭

も
悪
く
、
耕
作
、
播
種
、
収
穫
に
は
協
働
を
必
要
と
し
て
い
る
。
現

在
で
竜
囚
9
質
臨
の
各
農
民
は
必
ず
一
定
の
協
働
集
団
に
属
し
、
そ

の
集
団
内
で
昔
と
変
ら
ぬ
労
働
交
換
鉱
口
①
が
行
わ
れ
て
い
る
。
ま

た
付
近
の
河
川
か
ら
灌
漉
用
水
を
引
く
際
に
も
、
小
規
模
な
用
水
路

の
構
築
や
液
藻
、
或
は
配
水
に
常
に
共
同
体
の
統
制
を
必
要
と
し
て
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い
る
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
彼
ら
の
農
業
技
術
は
、
征
服
前
の
そ

れ
と
殆
ん
ど
変
ら
ぬ
も
の
で
あ
る
た
め
、
こ
の
農
業
技
術
の
低
さ
を

補
う
も
の
と
し
て
農
業
経
営
に
は
、
各
種
の
共
同
慣
行
が
必
然
的
に

要
請
さ
れ
た
わ
け
で
あ
る
。
勿
論
、
土
地
私
有
制
を
認
め
た
菌
9
償
泣

の
村
落
社
会
内
部
に
お
い
て
は
、
既
に
社
会
階
層
の
分
化
が
起
り
、

こ
れ
に
伴
っ
て
黛
」
貯
①
共
同
労
働
組
織
も
最
近
で
は
薯
［
し
く
弛
緩
し

　
　
　
　
　
　
　
　
⑰

た
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し
か
し
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
全
体
を
通
じ
、

古
い
共
自
体
の
変
容
を
阻
止
し
て
き
た
屯
つ
と
も
重
要
な
条
件
は
、

彼
ら
の
農
業
技
術
の
伝
統
的
停
滞
性
に
あ
っ
た
こ
と
を
否
定
す
る
こ

と
は
で
き
な
い
。

①
勺
o
N
o
二
銘
9
や
亟
Q
。
刈
一
直
。
。
ρ
一
五
＝
二
年
か
ら
一
五
九
六
年
に
棄
る

　
間
の
法
律
は
原
則
的
に
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
所
有
権
を
認
め
て
は
い
る

　
が
、
都
市
を
中
心
に
四
リ
ー
グ
（
一
九
二
一
キ
ロ
）
の
土
地
を
都
市
と
都

　
市
に
住
む
ス
ペ
イ
ン
人
に
譲
渡
す
べ
き
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
イ

　
ン
デ
ィ
ア
ン
の
土
地
を
征
服
者
が
不
法
に
占
評
し
た
場
合
に
は
、
そ
の
土

　
地
が
ス
ペ
イ
ン
法
に
よ
り
正
し
く
彼
の
も
の
で
あ
る
こ
と
を
記
明
し
た
場

　
合
に
の
み
財
産
権
が
み
と
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
し
か
し
こ
の

　
必
要
を
満
足
せ
し
め
る
こ
と
は
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
に
は
不
可
能
で
あ
り
、
そ

　
れ
は
必
然
的
に
土
地
を
失
う
こ
と
を
意
味
す
る
。

②
　
編
垂
耕
太
郎
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
史
概
説
上
　
　
四
七
i
一
四
八
頁
。

ζ
o
ご
d
ユ
α
ρ
○
●
竃
脚
○
ぼ
5
ピ
簿
昌
傷
き
魚
ω
8
δ
蔓
》
回
㊤
ω
⑦
や
①
q
i
①
メ

③
丙
¢
σ
δ
ニ
ヨ
算
や
G
。
合
剛
や
G
。
①
⑦
・
　
④
℃
。
N
o
二
ぼ
P
蒔
。
。
㊤
i
塗
O

⑤
例
え
ば
新
大
呼
最
大
の
銀
山
で
あ
っ
た
勺
0
8
臨
鉱
由
で
は
そ
の
周
辺

　
の
　
一
七
鷲
。
〈
貯
。
①
ω
か
ら
毎
年
約
一
一
、
二
〇
〇
人
の
労
働
者
を
微
集

　
し
て
い
た
。
こ
の
地
域
内
の
賦
役
対
象
人
口
ば
約
八
万
人
で
あ
っ
た
か
ら

彼
ら
は
七
年
に
一
回
、
　
一
八
週
つ
つ
鉱
山
で
働
く
規
定
に
な
っ
て
い
た
が
、

　
往
復
の
旅
行
に
数
ケ
月
要
す
る
例
も
あ
り
、
鉱
出
で
の
労
働
が
烈
し
か
つ

　
た
た
め
に
倒
れ
る
も
の
も
少
く
な
か
っ
た
。
し
か
も
村
落
の
人
口
が
減
つ

　
て
も
ヨ
犀
帥
の
割
当
数
は
減
ら
な
い
た
め
、
導
津
四
の
間
隔
は
短
く
な
り
、

　
ま
た
鉱
山
で
の
労
働
期
間
は
不
当
に
延
長
さ
れ
、
人
口
減
少
に
一
層
拍
車

　
が
か
け
ら
れ
た
。
　
（
囚
¢
三
①
コ
ぴ
坤
9
唱
．
ω
刈
目
一
ω
刈
9
Q
・
）

⑥
囚
熔
露
興
二
ぼ
9
や
恕
。
。
－
。
。
A
Φ
．
　
　
⑦
図
鐸
三
興
二
玄
9
宰
G
。
器
●

⑧
鑑
圃
珍
臨
炉
切
“
8
滞
O
o
馨
⑦
琶
”
o
舜
蔓
ρ
器
。
剛
毎
2
国
．
ω
●
》
」
●

＜
o
ピ
b
。
’
ワ
塩
O
一
囁
H
●

⑨
図
償
げ
冴
コ
筐
9
や
ω
0
9
や
ω
課
●
　
⑩
窓
陣
終
臨
蕊
筐
P
や
心
盆
●

⑪
℃
o
N
o
…
筈
算
や
お
O
i
畠
μ
●

⑫
○
ω
9
舜
①
贈
や
嵩
倉
や
鱒
竃
一
b
。
一
α
．
第
一
節
註
⑥

⑬
鼠
δ
げ
匹
三
千
9
℃
．
魅
ω
●

⑭
以
下
の
凶
9
¢
ユ
の
農
業
経
営
に
つ
い
て
は
、
　
全
勝
犀
搾
ぎ
…
旨
凱
鴇
や
。

腿
H
①
1
お
9
の
記
審
に
よ
る
。

⑮
の
器
密
ω
は
種
々
異
る
が
通
常
、
福
数
キ
・
、
長
さ
数
百
メ
ー
ト
ル
の

　
長
大
な
も
の
で
、
そ
の
内
部
は
約
一
〇
〇
ケ
の
覧
。
諺
（
帳
六
〇
～
八
○

　
メ
ー
ト
ル
、
長
さ
二
〇
メ
ー
ト
ル
）
に
分
た
れ
て
い
る
。

⑯
例
え
ば
耕
作
の
際
に
は
三
人
一
組
と
な
り
先
の
二
人
が
掘
棒
で
耕
作
し
、

そ
れ
に
従
う
一
人
（
大
低
女
か
少
年
）
が
そ
の
耕
土
を
交
互
に
両
側
に
整

地
し
て
行
く
。
こ
の
方
法
で
五
〇
メ
…
ト
ル
耕
作
す
る
に
約
二
二
分
要
す

7e　（70）



中部アンデスにおける村落共陶体の地理的意義（佐々木）

る
と
い
う
。
ま
た
播
種
に
も
三
人
一
組
で
働
く
こ
と
が
多
い
。

⑫
麟
鎧
臨
で
は
農
民
の
約
二
〇
％
が
余
剰
生
産
を
も
つ
富
農
で
あ
る
が
、

五
〇
％
は
食
糧
を
自
給
す
る
中
農
、
残
り
三
〇
％
は
自
給
不
能
の
貧
農
届

を
形
成
し
て
い
る
。
と
く
に
最
近
家
畜
の
飼
育
頭
数
が
増
加
す
る
に
つ
れ

て
貨
幣
経
済
の
影
響
が
強
く
な
り
階
層
分
化
が
促
進
さ
れ
て
い
る
。

（
竃
凶
ω
ぴ
田
ロ
…
一
月
9
や
島
o
Q
i
献
b
Q
り
）

四
、
共
三
体
遺
制
の
残
存
と
そ
の
意
義

　
前
節
に
お
い
て
述
べ
た
よ
う
に
、
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
い
て

は
共
同
体
を
阻
止
す
る
幾
つ
か
の
条
件
が
存
し
た
た
め
、
今
臼
も
な

、
お
共
同
体
の
遺
制
は
本
地
域
に
広
く
残
存
し
て
い
る
。
ζ
δ
げ
犀
貯
の

調
査
し
た
○
爲
8
高
地
の
村
落
囚
p
霞
一
で
は
前
述
の
如
く
、
耕

地
の
揮
ー
テ
ー
シ
ョ
ソ
や
共
同
労
働
、
灌
概
水
利
統
制
な
ど
に
共
同

体
的
規
制
が
残
存
し
て
い
る
が
、
こ
の
ほ
か
社
会
生
活
の
面
に
お
い

て
も
、
共
同
体
の
共
属
感
情
が
強
く
排
他
的
で
あ
っ
て
、
婚
姻
も
そ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①

の
ほ
と
ん
ど
が
村
落
内
婚
に
限
ら
れ
て
い
る
状
態
で
あ
る
。
し
か
し

中
部
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
共
同
体
の
変
容
は
、
早
く
か
ら
白
人
文
化

の
影
響
を
う
け
た
低
地
部
と
そ
う
で
な
い
高
地
部
と
で
は
、
そ
の
様

桐
を
異
に
す
る
と
こ
ろ
が
多
く
、
共
同
体
遺
制
の
残
存
に
竜
可
成
り

　
の
地
域
差
の
あ
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
高
地
部
に
お
け
る
典
形
的

な
共
同
体
の
残
存
例
と
し
て
は
、
右
の
内
p
償
ユ
の
ほ
か
、
南
ペ
ル
ー

か
ら
ボ
リ
ヴ
ィ
ア
肯
回
地
に
か
け
〉
て
屠
…
住
す
る
ア
イ
ア
ラ
族
に
勉
隔
離
⊆

が
今
も
残
存
し
て
い
る
こ
と
を
既
に
述
べ
た
が
（
第
二
節
）
、
こ
れ
以

外
に
も
、
中
部
ペ
ル
ー
誇
鵜
島
環
9
0
州
の
高
地
村
落
ρ
ロ
ぎ
＄
を
は

じ
め
若
干
の
例
を
つ
け
加
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
ρ
巳
⇔
o
曽
は
人
口

約
一
五
〇
〇
人
、
臼
乾
煉
瓦
建
の
家
屋
が
プ
ラ
ー
サ
（
広
揚
）
を
中
心

に
集
る
本
村
と
そ
の
周
辺
の
耕
地
に
散
在
す
る
多
数
の
8
響
℃
o
β
p
α
ω

か
ら
成
る
村
落
…
で
、
住
民
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
栽
培
を
主
と
し
て
他

に
小
麦
、
大
麦
、
豆
、
キ
ノ
ア
、
馬
鈴
薯
な
ど
を
耕
作
し
、
リ
ャ
マ
、
牛
、

羊
の
小
規
模
な
牧
畜
を
行
っ
て
い
る
。
耕
地
は
完
全
に
私
有
地
に
分

割
さ
れ
て
い
る
が
、
村
民
が
共
同
で
使
用
す
る
共
有
の
放
牧
地
を
有

し
て
い
る
。
と
く
に
こ
こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
村
落
が
伝
統
的
な
双

翌
翌
に
よ
っ
て
ぴ
動
昌
9
D
鄭
の
田
野
o
o
と
回
窺
二
黒
ω
声
域
O
o
の
二
つ
の
び
工
費
甑
O

（
邑
。
一
①
受
）
に
分
た
れ
、
各
げ
錠
賦
。
が
夫
々
数
ケ
の
p
覧
ぽ
と
よ
く

似
た
性
格
を
も
つ
①
ω
鐙
糞
貯
ω
に
分
割
さ
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

（
第
三
褒
参
照
）
而
し
て
こ
の
　
び
錠
ほ
O
と
Φ
ω
叶
9
昌
9
ρ
　
に
は
夫
々

搭
巳
⑦
導
Φ
の
及
び
黛
。
ざ
巴
α
①
と
よ
ば
れ
る
酋
長
が
い
て
、
こ
れ
ら
の

社
会
集
団
は
現
実
に
社
会
的
、
行
政
的
機
能
を
営
ん
で
い
る
の
で
あ

②る
。
ま
た
　
O
餐
o
o
州
奥
地
の
村
落
　
ρ
轟
ρ
①
8
ω
で
は
、
六
つ
の
71　（71）



第3表Q・in・al二おけるm・i・もi・・と

　　　　estanias（Tschopik：1こよる）

Hanan　Sayoc：

　　（1）Chiwampampa一“wet　pampa．”

　　（2）Susu一一　（translaion　doubtfu1）．

　　（3）Paraqay一‘‘white．’，

　　（4）Naw三ロpukyu一　mouth　（1itera王1y

　　　　　　　　‘‘eye，’）of　spring，　

　　（5）Wiruyphaqcha一“cascade　of　the

　　　　　　　　　　　　　クコ　　　　　　　　　ca且e．　　　　　　　　　　’

Lurin　SayOC：

　　（1）Muya一‘‘磁ou斌ai且meadow．”

　　（2）Llamawillka一“11ama　alnulet。”

　　（3）Murunka血cha一　　‘‘products　of　the

　　　　　　　　corra1。，，

冨
。
δ
ロ
母
の
に
散
在
す
る
烏
鷺
〇
の
家
族
で
一
つ
の
共
同
体
を
形
成

し
て
い
る
が
、
そ
の
首
長
9
⊃
ざ
幽
々
Φ
は
9
。
団
閏
信
の
。
に
建
。
鋤
の
と
同
様
、

今
日
も
な
お
簡
単
な
司
．
法
権
を
も
ち
、
農
業
労
働
や
鍵
⇒
①
9
労
働
の

監
督
に
任
じ
て
い
る
。
ま
た
0
9
・
鴬
嵩
即
畷
0
8
と
よ
ば
れ
る
長
老
に
よ

っ
て
村
落
の
宗
教
儀
礼
が
統
轄
さ
れ
、
村
落
社
会
の
統
合
が
実
現
さ

れ
て
い
る
。
か
か
る
村
落
組
織
は
恐
ら
く
征
服
以
前
の
古
い
も
の
が
、

今
日
ま
で
残
存
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
と
鼠
δ
げ
貯
ぽ
は
述
べ
て
い
る
の

　
　
　
③

で
あ
る
。
し
か
も
同
様
の
行
政
組
織
は
鵠
広
き
0
9
＜
①
獄
o
p
州
の
量
地

農
牧
村
の
碧
3
ω
錠
げ
p
鏡
や
○
げ
。
畠
0
8
0
夢
で
も
み
る
こ
と
が
で
き
　
の

④
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
σ

る
。
と
く
に
ω
き
鼠
し
d
錠
訂
話
で
は
各
私
有
地
の
相
続
人
が
絶
え
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
7
2

場
合
、
耕
地
は
自
動
的
に
共
同
体
の
所
有
に
帰
す
る
慣
行
が
行
わ
れ

て
い
る
な
ど
高
地
部
に
お
け
る
共
同
体
遺
制
の
残
存
例
は
少
く
な
い
。

　
こ
れ
に
対
し
、
ペ
ル
ー
の
海
岸
低
地
の
オ
ア
シ
ス
地
帯
で
は
、
気

候
的
に
砂
糖
、
綿
花
、
米
な
ど
の
有
利
な
商
贔
作
物
の
栽
培
に
適
す

る
た
め
、
げ
鋤
。
陣
O
罫
島
p
の
発
達
が
著
し
く
、
甲
山
体
は
こ
の
た
め
早

く
か
ら
耕
地
所
有
権
や
灌
漉
水
利
権
を
奪
わ
れ
て
解
体
し
た
も
の
が

多
い
。
従
っ
て
低
地
部
で
は
共
同
体
遺
欄
の
残
存
は
隠
と
ん
ど
み
と

め
ら
れ
な
い
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
日
遷
讐
。
市
付
近
の
小
オ
ア
シ

ス
町
田
O
o
げ
Φ
の
詳
細
な
調
査
を
行
っ
た
O
筥
ぎ
の
報
告
に
よ
っ
て

⑤も
、
こ
こ
で
は
主
骨
…
催
概
水
路
の
維
持
、
管
理
に
僅
か
に
共
同
体
的

な
慣
行
（
共
陶
労
働
で
毎
年
竣
潔
を
行
う
）
が
み
ら
れ
る
が
、
し
か
し

こ
の
場
合
に
も
配
水
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
共
同
体
に
よ
っ
て
行
わ
れ

る
の
で
は
な
く
、
　
日
工
凪
竃
O
市
に
あ
る
『
モ
ー
ヒ
ェ
川
用
水
管
理
、

署
』
の
監
督
の
も
と
に
『
モ
ー
ヒ
ェ
水
利
組
合
』
　
諺
の
の
o
o
猷
9
ひ
P
畠
Φ

沁
Φ
σ
q
鋤
艮
Φ
の
審
潔
。
昌
①
の
手
に
よ
っ
て
行
わ
れ
て
い
る
。
　
し
か

も
こ
の
組
合
の
代
表
者
に
は
用
水
の
最
大
の
利
用
者
で
あ
る
付
近
の

げ
黛
ユ
9
①
欝
鳥
①
所
有
主
が
就
任
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
　
水
利
統
欄
に
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第1図インディアンの分布（Roweによる）
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凡例の％は各州の人口中に占めるインディアンの劇合を示す。ここにい

うインディアンは厳密な人種概念ではなく、文化的・社会的特色に重点

をおいて区：分されたものである。また爵人とメスティーソの区分は実際

上困難であったという。
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第2図　土語を話す人口の分布

。一

4一

a一

T2一

16一

87
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　　　f／rv’　”

　　　饒謎

、珍

物．∵：1
　　　∵∴彰

響
8
7 穿

2
　
7

凡例は省略してあるが第1図に同じ。土語を語りうる人口数は総入口約

620万人のうち330万人程度、そのうち土語のみを語る人llは約ユ70～180

万人と推定され、いずれも中南部の高地部に集中している。
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古
い
共
同
体
的
な
規
制
は
み
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
ほ
か
行
政
、

社
会
、
、
経
済
各
繭
に
お
い
て
、
共
同
体
的
遣
制
は
現
在
殆
ん
ど
残
存

し
て
い
な
い
と
い
わ
れ
て
い
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
一
九
四
〇
年
に
行
わ
れ
た
ペ
ル
ー
の
セ
ン
サ
ス
に
よ

る
と
、
全
人
口
六
二
〇
・
八
万
人
の
う
ち
、
そ
の
約
四
九
・
九
％
を

占
め
る
二
八
四
・
七
万
人
が
《
イ
ン
デ
ア
ン
》
と
し
て
分
類
さ
れ
、

他
の
五
二
・
九
％
が
《
白
人
及
び
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
》
、
　
残
り
の
一
％

余
が
《
黄
色
人
及
び
黒
人
》
と
な
っ
て
い
る
。
　
こ
の
う
ち
白
人
及

び
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
（
そ
の
大
半
は
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
）
の
分
布
は
北
部
高

地
及
び
海
岸
低
地
に
多
い
の
に
対
し
、
　
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
分
布
は

℃
億
⇒
o
・
○
信
の
o
O
・
》
娼
償
ユ
日
9
？
b
矯
曽
O
煽
。
げ
O
・
鎖
β
鋤
ゆ
。
拙
く
巴
㌶
の
諸
州

や
》
口
0
9
ω
げ
・
顕
q
簿
β
賃
o
O
…
州
な
ど
の
ペ
ル
ー
中
南
…
部
の
高
地
に
多
い

（
各
州
の
人
目
の
七
〇
～
九
二
％
が
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
）
。
さ
ら
に
こ
の
傾
向

は
《
土
語
》
（
ヶ
チ
ュ
ァ
語
或
は
ア
イ
マ
ラ
語
）
を
話
す
人
口
の
分
布
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑥

お
い
て
一
層
顕
著
に
み
と
め
ら
れ
る
の
で
あ
る
（
第
一
・
二
図
参
照
）
。

乱
し
て
こ
の
土
語
の
卓
越
に
よ
っ
て
象
徴
さ
れ
る
古
い
文
化
の
残
存

地
域
は
、
圃
時
に
さ
き
に
述
べ
た
共
同
体
遺
制
の
残
存
の
も
っ
と
も

濃
厚
な
地
域
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
こ
と
は
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

換
言
す
れ
ば
共
岡
体
の
変
容
の
停
滞
的
な
地
域
は
古
い
文
化
の
残
存

地
域
と
一
致
す
る
の
で
あ
り
、
共
同
体
の
変
容
過
程
の
地
域
的
変
差

が
、
新
旧
両
文
化
の
混
溝
の
度
合
の
地
域
差
に
そ
の
ま
ま
反
映
し
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
共
周
全
の
変
容
過
程
は
、
か
か
る
地
域
の
文
化
的
特
色
の
形

成
に
当
っ
て
ど
の
様
な
意
義
を
有
し
た
で
あ
ろ
う
か
。
　
鼠
畦
創
。
畠

竜
指
摘
し
た
よ
う
に
、
一
般
に
共
同
体
8
鳥
目
広
巳
碧
は
、
そ
れ
ぞ

れ
《
特
定
の
8
轡
巴
。
離
置
土
①
を
維
持
す
る
典
型
的
な
社
会
集
団
》
で

　
⑦

あ
る
か
ら
、
こ
の
共
同
体
が
急
速
に
変
化
す
る
場
合
に
は
、
当
然
そ

の
内
部
に
維
持
さ
れ
る
固
有
の
文
化
も
ま
た
大
き
な
変
容
を
蒙
る
屯

の
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
共
同
体
の
変
容
が
停
滞
的
で
あ
れ
ば
あ
る

ほ
ど
、
そ
の
内
部
に
維
持
さ
れ
る
固
有
の
文
化
の
残
存
す
る
度
合
も

大
き
く
な
る
わ
け
で
あ
る
。
従
っ
て
現
在
ペ
ル
；
の
高
地
部
に
残
存

す
る
古
い
文
化
的
特
色
に
つ
い
て
も
、
元
来
そ
の
古
い
文
化
を
保
持

し
て
い
た
共
同
体
が
前
節
で
述
べ
た
よ
う
な
変
容
を
阻
止
す
る
種
々

の
条
件
に
支
え
ら
れ
て
急
速
に
崩
壊
せ
ず
、
漸
丸
に
解
体
し
た
た
め
、

そ
の
緩
慢
な
解
体
過
程
の
中
か
ら
古
い
文
化
要
素
が
華
中
と
し
て
と

り
残
さ
れ
て
き
た
も
の
と
み
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
低
地
部
で
は
、

先
に
指
摘
し
た
よ
う
に
、
白
人
文
化
の
侵
入
が
早
く
、
気
候
的
に
も

外
来
農
業
の
経
営
が
可
能
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
か
ら
、
共
同
体
の
解
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体
が
速
や
か
に
行
わ
れ
、
そ
の
た
め
共
同
体
の
保
持
し
て
い
た
文
化

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑤

的
特
色
が
比
較
的
早
く
失
わ
れ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
高
地
に
古
い
文
化
が
残
存
し
、
低
地
に
新
し
い

文
化
が
卓
越
す
る
と
云
っ
て
亀
、
そ
れ
は
程
度
の
問
題
で
あ
っ
て
、

高
地
に
固
有
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
文
化
が
そ
の
ま
ま
残
り
、
低
地
に

ス
ペ
イ
ン
の
文
化
が
そ
の
ま
ま
移
植
さ
れ
た
と
い
う
の
で
は
勿
論
な

い
。
む
し
ろ
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
全
域
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
先
に
竜

指
摘
し
た
如
く
、
土
着
の
イ
ン
デ
ィ
ア
ン
の
文
化
と
外
来
の
ス
ペ
イ

ン
の
文
化
の
混
渚
に
よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
新
し
い
混
合
文
化
ー

メ
ス
チ
ー
ソ
文
化
と
一
般
に
よ
ば
れ
る
一
の
存
在
が
、
そ
の
地
域

を
文
化
的
に
特
色
づ
け
る
も
の
と
い
わ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
共
同
体

の
緩
慢
な
解
体
過
程
に
伴
っ
て
残
さ
れ
て
き
た
土
着
の
古
い
文
化
要

素
は
、
新
し
い
文
化
と
混
滑
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
中
部
ア
ソ
デ
箔

地
域
全
体
を
特
徴
づ
け
る
民
族
文
化
の
形
成
に
大
き
な
役
割
を
演
じ

　
　
　
　
　
　
⑨

て
き
た
の
で
あ
る
。

　
こ
の
点
に
関
し
、
例
え
ば
中
部
ペ
ル
ー
匂
二
⇒
獣
州
の
地
方
碍
ω
紳

o
p
琶
で
は
、
　
現
在
住
罠
の
大
半
は
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
と
分
類
さ
れ
、

社
会
的
に
は
伝
統
的
な
日
。
δ
馨
が
僅
か
に
現
存
す
る
の
み
で
、
生

活
様
式
の
全
体
に
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
的
要
素
の
車
・
越
す
る
こ
と
が
報
ぜ

　
　
　
　
⑩

ら
れ
て
い
る
．
し
か
し
こ
の
町
に
も
一
七
世
紀
ま
で
黛
。
覧
ご
の
残
存

し
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
征
服
以
後
少
く

と
も
一
世
紀
間
門
は
そ
れ
以
上
に
亙
り
、
土
着
の
共
同
体
が
存
続
し
、

現
実
に
機
能
を
演
じ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
い
る
。
而
し
て
こ
の

町
の
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
文
化
は
、
こ
の
古
い
共
同
体
が
漸
女
に
解
体
す

の
に
伴
っ
て
形
成
さ
れ
て
き
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
同

様
の
例
は
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
的
文
化
要
素
が
比
較
的
多
い
と
い
わ
れ
る

リ
マ
州
に
お
い
て
も
、
先
に
指
摘
し
た
如
く
、
ω
拶
纂
δ
謹
9
6
厩
貯
㌶
薮

q
Φ
笛
¢
鋤
諏
①
o
に
お
い
て
、
　
9
覧
ぽ
の
亀
つ
共
有
地
の
分
割
が
前
世

紀
末
、
或
は
今
世
紀
初
頭
ま
で
行
わ
れ
な
か
っ
た
こ
と
か
ら
も
知
ら

れ
る
の
で
あ
る
が
、
征
服
後
も
根
強
く
存
続
し
た
伝
統
的
な
共
同
体

を
媒
介
に
、
中
部
ア
ン
デ
ス
に
お
い
て
は
、
新
旧
両
文
化
の
融
合
が

な
さ
れ
た
と
食
う
こ
と
が
で
き
よ
う
。

　
こ
の
よ
う
な
点
か
ら
み
て
、
　
一
般
に
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
け

る
民
族
文
化
の
形
成
の
基
礎
に
は
、
新
し
い
優
勢
な
外
来
文
化
の
侵

入
に
対
し
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
抵
抗
を
示
し
、
そ
の
結
果
、
固
有
の

文
化
要
素
の
急
速
な
消
失
を
阻
止
し
た
伝
統
的
な
共
同
体
p
覧
冨
の

機
能
が
重
視
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
即
ち
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お

い
て
は
、
他
の
土
着
交
化
が
急
速
に
消
滅
し
た
地
域
と
異
り
、
共
同
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中部アンデスにおける村落共局体の地理酌意義（佐々木）

体
の
示
し
た
抵
抗
の
た
め
に
、
土
着
文
化
の
変
容
に
は
○
σ
q
9
導
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
⑪

い
う
一
種
の
文
化
的
遅
滞
。
巳
け
霞
巴
ピ
σ
q
が
生
じ
、
そ
の
間
に
新
旧

両
文
化
が
再
整
調
さ
れ
て
新
し
い
罠
族
文
化
と
し
て
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ

交
霊
が
生
成
さ
れ
て
来
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
か
く
し
て
中

部
ア
ン
デ
ス
地
域
を
特
徴
づ
け
る
民
族
文
化
は
共
同
体
の
変
容
、
解

体
の
過
程
の
中
か
ら
芽
生
え
、
育
っ
て
き
た
と
み
・
る
こ
と
が
で
き
る

の
で
あ
り
、
こ
の
点
に
我
々
は
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
お
け
る
共
同

体
の
地
理
的
意
義
を
見
出
し
う
る
の
で
あ
る
。

①
竃
δ
げ
臨
⇔
二
σ
算
サ
鳥
㎝
ω
．

②
臼
ω
9
0
豆
軽
震
α
q
匡
署
鳥
O
o
ヨ
ヨ
¢
昌
駅
①
の
・
や
階
i
。
。
F

③
9
冨
げ
匹
糞
諺
9
や
蒔
覧
－
幽
か
。
。
．

④
臼
ω
簿
。
豆
汀
匹
σ
q
匡
鶏
α
O
o
鑓
醤
嬬
β
銀
Φ
の
’
や
ト
3
一
－
卜
。
ω
・

⑤
○
織
工
ゴ
試
。
愚
筆
》
℃
o
弾
く
貯
旨
0
。
霧
酔
鎮
O
o
ヨ
醤
雌
艮
蔓
（
ω
巨

夢
ω
o
艮
簿
p
ぎ
ω
寓
ε
ε
o
鴎
ω
0
9
鉱
》
艮
ぼ
。
讐
ざ
σ
q
ざ
男
郎
び
一
陣
8
江
。
口
Z
9

ω
●
）
一
リ
ミ
と
く
に
、
国
利
に
関
し
て
は
　
六
頁
以
下
。

⑥
菊
。
ミ
9
8
寓
“
↓
冨
9
ω
9
9
け
δ
爲
。
団
H
昌
9
9
⊃
諺
彗
α
ぎ
一
陣
き
－

す
爵
σ
Q
葺
謎
①
ω
ぎ
℃
Φ
議
噂
0
8
σ
q
目
●
図
①
＜
．
鵯
。
や
b
⊃
8
塗

⑦
蜜
母
偽
o
o
F
ρ
裳
ω
0
9
鉱
ω
樽
厩
g
け
霞
ρ
お
琶
ウ
。
。
卜
。
囑

⑧
海
岸
地
帯
に
お
け
る
か
か
る
新
し
い
文
化
を
メ
ス
テ
ィ
ー
ソ
文
化
の
中

　
で
、
と
く
に
O
h
①
o
げ
○
¢
津
鐸
戦
Φ
と
よ
ん
で
特
徴
づ
け
よ
・
）
と
す
る
意
見
が

臼
ω
o
ぴ
O
三
五
や
臼
謹
B
O
ひ
の
に
よ
っ
て
提
起
さ
れ
て
い
る
。
（
留
目
ヨ
O
⇔
の
》

ρ
Q
…
↓
げ
①
O
お
O
雛
O
　
O
質
銘
o
o
醤
貯
溜
Φ
　
護
Φ
ω
け
蓑
O
　
O
∬
一
陽
お
O
笥

O
O
P
馨
鉱
頃
Φ
戦
さ
b
讐
．
渉
馨
ゲ
統
O
ワ
8
層
お
綬
）

⑨
O
陣
藻
ジ
q
．
…
竃
①
ω
笥
8
　
》
同
甥
①
鳥
。
斜
（
訟
導
。
詳
Φ
貸
累
。
ω
け
o
h
窪
①

芝
O
臣
斜
お
㎝
O
）
ワ
一
③
Q
◎
塗

⑩
6
零
ぎ
℃
捧
…
羅
σ
Q
ぽ
§
α
O
o
厳
鑓
鑑
滋
鉱
㊦
の
．
や
δ
順
唱
・
念
一
瞳
・

⑪
オ
グ
パ
ー
ン
、
爾
賞
∵
伊
蕪
…
共
訳
、
紆
双
瓜
変
化
論
、
昭
和
一
九
年
、
　
一

八
八
頁
以
下
。む

す
び

　
以
上
要
す
る
に
、
中
部
ア
ン
デ
ス
地
域
に
古
く
か
ら
存
在
し
た
社

会
集
団
節
雛
穿
は
、
拡
大
家
族
を
単
位
に
、
地
域
内
婚
に
よ
っ
て
結

び
合
わ
さ
れ
た
生
活
共
同
体
で
あ
る
と
と
も
に
、
社
会
、
経
済
、
行

政
な
ど
の
諸
機
能
の
集
積
す
る
共
同
体
で
も
あ
っ
た
。
今
も
し
『
は

し
が
き
』
で
述
べ
た
よ
う
に
「
最
小
の
地
域
統
一
体
と
し
て
の
《
集

団
積
分
体
》
の
お
か
れ
る
場
」
を
「
基
礎
地
域
」
と
よ
ぶ
な
ら
ば
、
正

し
く
簿
覧
貯
は
中
部
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
基
礎
地
域
と
み
な
し
う
る

も
の
で
あ
る
。
而
し
て
こ
の
基
礎
地
域
p
覧
ご
の
中
に
は
、
征
服
以

後
外
来
文
化
の
侵
入
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
殼
を
烈
し
く
打
破
ら
れ
、

地
域
の
機
能
的
進
化
の
オ
ー
ダ
ー
を
一
挙
に
推
し
す
す
め
て
最
小
地

域
統
一
体
と
し
て
個
性
を
急
速
に
失
う
も
の
が
生
じ
た
。
し
か
し
他

方
で
は
、
こ
の
基
礎
地
域
の
解
体
を
阻
止
す
る
諸
条
件
に
支
え
ら
れ
、
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地
域
の
機
能
的
進
化
の
過
程
に
遅
滞
を
生
ず
る
例
も
少
く
な
か
っ
た
。

そ
の
結
果
、
基
礎
地
域
の
中
に
保
欝
さ
れ
て
き
た
固
有
の
土
着
文
化

と
基
礎
地
域
を
覆
っ
て
拡
散
し
た
外
来
文
化
は
、
相
互
に
再
調
整
さ

れ
、
こ
こ
に
よ
り
高
次
な
混
合
文
化
を
竜
つ
「
民
族
地
域
」
が
形
成

さ
れ
た
の
で
あ
る
。
勿
論
、
現
在
中
部
ア
ン
デ
ス
で
は
共
同
体
は
遺

制
と
し
て
残
存
す
る
に
す
ぎ
ず
、
共
三
体
の
竜
つ
機
能
竜
著
し
く
減

少
し
て
い
る
。
し
か
し
現
代
の
「
地
域
」
の
特
色
を
生
み
出
す
に
当

っ
て
、
こ
の
p
覧
冨
共
同
体
の
果
し
た
役
割
の
重
要
性
は
十
分
評
価

さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
　
　
　
　
　
　
　
②

　
な
お
同
様
の
事
例
は
、
メ
キ
シ
コ
・
グ
ァ
テ
マ
ラ
な
ど
の
メ
ス
テ

ィ
ー
ソ
・
ア
メ
リ
カ
各
地
に
お
い
て
も
見
出
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の

事
例
に
つ
い
て
は
他
日
稿
を
改
め
て
比
較
研
究
す
る
こ
と
に
し
、
こ

の
小
論
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
重
き
た
い
。

欄
筆
に
当
り
常
に
御
指
導
を
頂
い
た
織
田
武
雄
・
藤
岡
謙
二
郎
・
有
光
教
一

各
先
生
は
じ
め
、
こ
の
小
論
執
筆
に
当
り
励
ま
し
て
頂
い
た
押
野
昭
生
氏
に

深
い
感
謝
の
意
を
表
す
る
。

①
　
メ
キ
シ
コ
に
お
け
る
共
局
体
は
①
冒
島
O
と
よ
ば
れ
、
　
一
九
四
〇
年
の
セ

　
ン
サ
ス
に
よ
れ
ば
そ
の
要
約
一
四
、
七
〇
〇
、
平
均
七
〇
家
族
と
い
わ
れ

　
て
い
る
。
（
｝
簿
旨
Φ
ω
旨
℃
…
い
9
口
掛
跨
誉
O
瓜
O
斜
μ
8
0
娼
．
㎝
認
．
）

②
グ
ア
テ
マ
ラ
に
お
い
て
は
最
小
の
行
政
単
位
ヨ
信
巳
魚
鷺
。
が
生
活
共

聖
体
を
形
成
し
て
い
る
。
　
8
簿
き
ω
“
円
げ
O
営
β
艮
9
覧
O
ω
O
野
趣
Φ
田
学

創
譲
①
の
8
韓
注
σ
q
三
§
α
o
h
O
二
二
①
ヨ
9
羅
ポ
》
露
●
》
馨
ξ
o
℃
●
。
。
P
一
り
鵯

℃
．
島
ω
1
魁
澄
・

竃
。
し
u
誌
Ω
ρ
Ω
●
蜜
．
俸
ζ
o
切
H
達
ρ
鼠
・
誤
嚇
譲
σ
q
ぼ
餌
昌
侮
O
綴
髪
①
諺
曽
蜀

簿
昌
白
餅
ω
竃
爆
傷
簿
O
o
露
営
β
肱
笥
①
ρ
の
O
o
α
q
磐
幻
①
＜
●
ω
b
。
博
お
島
Ψ
謡
b
。
i

昏⊃
@
○
。
．

蜜
6
し
d
ユ
創
ρ
　
閃
●
≦
…
O
巳
ε
鴨
巴
p
β
幽
閏
置
8
誌
。
巴
　
○
①
o
α
q
鎚
や
げ
団
o
h

ω
o
露
薯
。
馨
　
Φ
瓢
無
Φ
ヨ
鐸
ρ
　
（
ω
巳
普
。
ω
o
誉
一
黛
。
⇔
ぎ
ω
江
毎
8
0
団
ω
0
9
引

縄
馨
酎
樽
o
b
g
o
鵯
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Geographical　Significance・　of・　the　Comrriunities　in

　　　　　　　　　　　　　　　　Central　Andes

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　Takaaki　Sasaki

　　The　existence　of　the　communities，　called　ayllu，　in　the　central　Andes

area　had　been　well－known　for　a　loRg　tirrie．　Tal〈ing　formerly　enlarged’

families　as　the1r　unit，　they　were　a　kind　of　livlng　community　combined

with　regional　marrlage，　economic　community　which　held　bultivated

land，　irrigation　waterway　and　pasture　ln　comrnon　and　assigned　lots，

and　a　unlt　of　administratlon．

　　After　the　Spanish　conquest，　some　of　these　communities　that　were

deprived　of　their　material　foundation　of　existence　were　dissolved　pro－

mptly；on　the　other　hand，　many　held　by　varlous　factors　preventing

the　dissolution　were　in　a　gradually　changing　process．　As　native　cul－

ture　of　such　communlties　was　comparatively　well　reserved　within

them，　foreign　cglture　developlng　over　the　communities　could　be　gra－

dually　mixed　with　theirs；　therefore，　the　national　culture　has　been

formed，　characterizing　the　central　area　of　Andes　as　it　is．　ln　other

words，　the　national　charactet　of　the　central　Andes　area　has　been　gro－

wlng　in　the　changing　process　of　the　Communltles．

The　Traflic　Routes　Without　passing　Ho－hsi（河西）in

　　　　　　　　　　　　　　the　Hsi－hsia（西夏）Era

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　By

　　　　　　　　　　　　　　　　　　Masana　Maeda

　　In　the　so－called　ffsi＿hsiα　（西夏）　eera，　there　appeared　the　routes　from，

west　to　east　through　the　north　or　south　side　of．Ho－hsi（河西）parallel

to　・the　Ilo－hsi　passage，　because　of　interception　of　the　old　traMc　route

froln　the　central　Asia　to　Chun8’一鋼伽（中原）through　the　Ho－hsi　pas－

sage；　which　is　establishd　as　ac　theory，　though　its　detail　still　re－

mained　unknown．

　　Especially　on　the　interpretation　of　the　historical　materiai　．about　the

tribute－bringing　by　the　Fu－lin　e瓢pire　（3弗蒜国）．in　October　of　the　4th

year　of　y寵απ拶η8（元豊），　there　is　an　absolute　difference　in　views

between　Dr．　Rokuro　Kuwata　and　Prof．　Kazuo　Enol〈i．　The　very　point
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