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ジ

ャ
ガ
イ

モ
と

ト

ウ

モ

ロ

コ
シ

　
　
　

古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
に
お
け
る
生
態
資
源
の
利
用
と
権
力
の
発
生

関

雄
二

一　

中
央
ア
ン
デ

ス
地
帯
に
お
け
る
生
態
資
源
を
め
ぐ
る
研
究

　
本
論

は
、
南
米

の
ア
ン
デ

ス
山
脈
沿

い
で
成
立
し
た
古
代
ア
ン
デ

ス
文
明
を
対
象
に
、
代
表
的
な
作
物

で
あ
る
ジ

ャ
ガ
イ
モ

(誓
ミ
ミ

ミ

ω署
・)
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

(昏
黛
ミ
亀
の)
を
と
り
あ
げ
、
生
態
資
源
と
し
て
の
利
用
過
程
を
示
す
と
と
も
に
、
こ
れ
ら
の

作
物
が
複
合
社
会

の
成
立
に
お
い
て
果
た
し
た
役
割
を
考
察
す
る
。
こ
の
場
合
、
分
析
の
視
点
と
し
て
は
、
近
年
、
考
古
学

で
注
目

さ
れ
て
い
る
権
力
を
と
り
あ
げ
る
。

　
中
央

ア
ン
デ
ス
地
帯

(今
日
の
ペ
ル
ー
お
よ
び
ボ
リ
ビ
ア
の
一
部
)
の
人
類
学

・
考
古
学
分
野
に
お
け
る
生
態
資
源
の
考
察
は
、
主

と
し
て

二
つ
の
視
点
か
ら
展
開
さ
れ
て
き
た
。

一
つ
は
、
文
明
形
成
に
お
け
る
食
糧
的
基
盤
と
の
関
連
か
ら
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ

ン
の
時
期
と
過
程
を
追
究
し
、
文
明
形
成
と
結
び

つ
け
て
い
く
も
の
で
あ
り
、
も
う

一
つ
は
、
海
岸
砂
漠
か
ら
ア
ン
デ

ス
高
地
、
そ

し
て
ア

マ
ゾ

ン
源
流
域
、
と
多
様
な
生
態
環
境
を
抱
え
る
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯

に
お
け
る
資
源
利
用
の
特
徴

に
的
を
絞
る
も
の
で
あ

る
。
前
者
が
本
論
と
大
き
く
関
わ
る
視
点

で
は
あ
る
が
、
後
者
に
つ
い
て
も
少
し
説
明
を
し
て
お
こ
う
。
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研
究
の
発
端
は
、
ア
メ
リ
カ
の
人
類
学
者
ジ

ョ
ン
・
ム
ラ
が

「垂
直
統
御
」
(く
①吋け一〇餌
一　
(Q
O【旨
『O
一)
の
概
念
を
提
唱
し
た
こ
と
に

よ
る
。
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯
の
自
然
の
特
徴
は
、

一
言
で
い
う
と
、
ア
ン
デ
ス
山
脈
が
内
陸
部
で
急
激
に
そ
そ
り
立

つ
た
め
、
比
較

的
狭

い
範
囲
内

に
多
様
な
生
態
環
境
が
分
布
し
て
い
る
点
に
あ
る
。
ム
ラ
は
、
こ
う
し
た
垂
直
方
向

に
分
布
す
る
生
態
資
源
の
利
用

方
法

に
着
目
し
た
の
だ
が
、
彼
の
研
究
対
象
は
、
現
代
ア
ン
デ
ス
の
事
例

で
は
な
か

っ
た
。
十
六
世
紀
、
す
な
わ
ち

ス
ペ
イ
ン
に
よ

る
征
服
後
に
記
さ
れ
た
地
方
視
察
吏
の
記
録
を
も
と
に
、
ペ
ル
ー
北
高
地
の
ワ
ヌ
コ
地
方
に
住
ん
で
い
た
チ

ュ
パ
チ

ュ
と
呼
ば
れ
る

民
族
が
高
度

で
い
え
ば
中
間
地
帯
に
居
を
構
え
な
が
ら
、
上
方
の
高
地
高
原
と
下
方
の
温
暖
な
谷
間
と
を
移
動
し
な
が
ら
生
態
資
源

を
開
発
し
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た

[ζ
d[H「餌
　一㊤
刈卜⊃]。

　
さ

ら
に
ム
ラ
は
、
別

の
垂
直
統
御

の
形
態
を

テ
ィ
テ

ィ
カ
カ
湖
西
岸

に
住
ん
で

い
た
民
族

ル
パ

カ
の
事
例

で
示
し
て
い
る

[ζ
霞
轟

一零
巴
。
ル
パ
カ
の
拠
点
は
高
地
高
原
に
あ

っ
た
た
め
、
他
の
生
態
環
境
ゾ
ー
ン
の
利
用
は
ダ
イ
ナ
ミ
ッ
ク
な
形
態
を
と

つ

た
。
海
岸
地
帯
ま
で
十
日
以
上
も
か
け
て
旅
を
し
、
温
暖
な
谷
間
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
栽
培
と
海
産
物
採
取
に
従
事
し

て
い
た
と
い
う
。

さ
ら

に
ア
ン
デ
ス
東
斜
面
に
ま
で
足
を
の
ば
し
、
木
材
や
嗜
好
品
の
コ
カ

(肉
藁
§
§
繋
ミ
ミ

ミ
ミ
)
を
入
手
し
て
い
た
点
も
わ
か

っ

た
。

　

こ
の
ム
ラ
の
研
究
が
刺
激
と
な
り
、
現
代

の
ア
ン
デ

ス
住
民
の
生
態
資
源
利
用
に
関
す
る
研
究
が
始
ま

っ
た
と
い

っ
て
も
よ
い
。

特

に

一
九
七
〇
年
代
か
ら

一
九
八
〇
年
代

に
か
け
て
は
、
垂
直
統
御
を
行
う
さ
ま
ざ
ま
な
集
団

の
姿
が
明
ら
か
に
さ
れ
た

[じu
毎
珍

一り朝
旧
]≦
蝉
ω二
山
鋤
卑

鋤一。
一㊤。。㎝
旧く
馴Φσ
ω8
「
一零
一
な
ど
]。

　

こ
れ
に
や
や
遅
れ
て
垂
直
統
御
論
の
影
響
を
受
け
た
の
が
考
古
学
分
野
で
あ

っ
た
。
じ

つ
は
こ
れ
ま
で

「垂
直
統
御
」
を
垂
直
方

向

に
分
布
す
る
生
態
資
源
の
単
な
る
利
用
の
よ
う
に
紹
介
し
て
き
た
が
、
ム
ラ
の
研
究

の
主
眼
は
、
む
し
ろ
生
産
と
流
通
を
統
御
す

る
政
体
の
形
成

に
あ

っ
た
。
そ
の
意
味
で
過
去
の
政
体
の
生
成
を
扱
う
考
古
学
と
の
つ
な
が
り
は
大
き
く
、
考
古
学
者
は
垂
直
統
御

の
起
源
を
追
究
し

[ぴ
春
9

お
・。O
]、
先
史
文
化

の
解
釈
の
モ
デ
ル
と
し
て
も
援
用
し
て
き
た
の
で
あ
る
。
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さ
て
本
論

に
大
き
く
関
わ
る
も
う

一
つ
の
視
点

に
戻
ろ
う
。
ド
メ
ス
テ
ィ
ケ
ー
シ
ョ
ン
と
文
明
の
食
糧
基
盤
の
観
点
で
あ
る
。
中

央
ア
ン
デ

ス
地
帯
が
栽
培
植
物
の
揺
藍

の
地
で
あ

っ
た
こ
と
は
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
過
程
が
、
生
態
資
源
の
分
布
と
関
連
し

て
い
る
点
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
研
究
者
が
指
摘
し
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
ト

マ
ス

・
リ
ン
チ
は
、
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
地
域
で
の
植
物
の
栽

培
化
を
説
明
し
た
ケ
ン
ト

.
フ
ラ
ナ
リ
ー
の
理
論
を
ア
ン
デ

ス
に
適
用
し
て
い
る

[い
旨
9

一㊤記
]。

フ
ラ
ナ
リ
ー
に
よ
れ
ば
、
異

な
る
環
境
を
開
発
す
る
集
団
間
の
資
源
交
換

に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
う
ま
く
生
育
し
な
か

っ
た
野
生
植
物
が
生
育

に
最
適
な
場
所

へ
と

移
り
、
や
が
て
人
間
に
と
っ
て
魅
力
的
な
栽
培
種

と
し
て
生
き
残
る
の
だ
と
い
う

[固
鋤
毒
Φ身

一㊤9
]。

一
方
で
リ
ン
チ
は
、
ア
ン

デ
ス
の
場
合
、
交
換

で
は
な
く
、
人
間
や
動
物

に
よ

っ
て
種
子
が
運
搬
さ
れ
る
点
、
植
物

の
成
熟
期

の
相
違
と
そ
れ
を
利
用
す
る
人

間
の
移

動
の
組
み
合
わ
せ
の
中
で
、
無
意
識
の
う
ち
に
人
間

に
と

っ
て
有
利
な
植
物
の
選
択
が
行
わ
れ
る
点
を
重
視
す
る
。
こ
こ
に

は
垂
直
統
御
の
視
点
が
含
ま
れ
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ
る
。
実
際
に
、
垂
直
統
御
の
観
点
か
ら
、
農
耕

の
発
生
過
程
を
追
究
す
る
考

古
学
プ

ロ
ジ

ェ
ク
ト
も
か

つ
て
実
施
さ
れ
て
い
る

[]≦
p。o
Z
Φδ
げ
Φけ
巴
・
一㊤○。。。
な
ど
]。

　

一
方

で
、
完
成
さ
れ
た
栽
培
植
物
の
利
用
は
、
古
代
文
明
の
形
成
過
程
の
研
究

で
も
主
役

の
地
位
を
占
め
て
き
た
。
潅
概
な
ど
を

通
じ
た
集
約
的
農
業
や
食
糧
基
盤
と
関
連
し
た
作
物
と
し
て
で
あ
る
。
こ
の
種
の
生
業
を
主
眼

に
置
い
た
文
明
論
の
展
開
は
二
十
世

紀
半
ば
頃
に
さ
か
の
ぼ
り
、
そ
の
中
心
に
は
、

つ
ね
に
新
進
化
主
義
人
類
学
者
が
い
た
。
そ
の
リ
ー
ダ
ー
の

一
人
で
あ
る
ジ

ュ
リ
ア

ン

.
ス
チ

ュ
ワ
ー
ド
ら
は
、
南
ア
メ
リ
カ
全
体
を
視
野
に
入
れ
た
そ
の
著
書

『南
ア
メ
リ
カ
の
先
住
民
』
の
中
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
人

に
よ
る
征
服
時
の
諸
社
会
の
形
態
と
自
然
環
境
、
生
業
と
の
関
係

に
注
目
し
、
社
会
進
化

の
モ
デ
ル
を
構
築
し
て
い
る

[ω
8
毫
費
α

き
α
閃
霞
。
ロ
一㊤詔
]
。
こ
の
モ
デ

ル
に
よ
れ
ば
、
中
央
ア
ン
デ

ス
地
帯
に
お
け
る
国
家
の
成
立
は
、
集
約
的
な
潅
概
農
耕
を
可
能

に
し

た
海
岸

の
乾
燥
砂
漠
と
湿
潤
な
山
岳
地
帯
と
い
う
所
与
の
自
然
環
境
が
あ

っ
た
か
ら
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
逆
に
ア
マ
ゾ

ン
低
地

の

熱
帯
雨
林

の
環
境
下
で
は
、
潅
概
農
耕
よ
り
も
焼
畑
農
耕
が
適
し
て
い
る
た
め
、
国
家
段
階
の
社
会
は
出
現
し
な
か

っ
た
。
す
な
わ

ち
古
代

ア
ン
デ
ス
文
明
の
成
立
を
潅
慨
農
耕
の
発
展
と
関
係
づ
け
よ
う
と
す
る
見
方
で
あ
り
、
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ

ル
の
潅
概
理
論
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と

連

動

し

て

い

た

こ

と

も

よ

く

知

ら

れ

る

[白

葺

ま
ひq
Φ
=

㊤
昭
]
。

1

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
特
権
的
地
位

　
こ
う
し
た
文
明
形
成
論
の
中

で
、
ま
ず
言
及
さ
れ
る
生
態
資
源
と
い
え
ば
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
注
目
さ
れ

た
の
は
、
大
規
模
な
潅
概
遺
構
が
確
認
さ
れ
て
い
る
の
が
海
岸
地
帯
で
あ
り
、
今
日
、
潅
概
水
路

に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
耕
作
と
い
う
組

み
合
わ

せ
は
あ
り
ふ
れ
た
光
景
だ
か
ら
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

へ
の
重
視
は
、
そ
の
後
も
ア
ン
デ
ス
考
古
学

の
中
に

根
強
く
残

っ
て
い
く
。

　
ウ
ィ
ン
デ

ル

・
ベ
ネ
ッ
ト
は
、
「汎
ペ
ル
ー
伝
統
」
と
い
う
概
念
を
提
唱
し
た
ア
ン
デ
ス
考
古
学
者

で
あ
る

[しd
Φ目

Φ暮

一逡
。。]。

彼
の
い
う
中
央
ア
ン
デ

ス
地
帯
の

「伝
統
」
と
は
、
多
様
な
文
化
が
存
在
し
な
が
ら
も
、
時
代
や
地
域
を
超
え
て
互

い
に
影
響
し
な

が
ら
連
続
し
て
い
く
も
の
と
定
義
さ
れ
る
。
具
体
的
に
は
、
基
礎
と
な
る
生
業
と
し
て
農
業
と
牧
畜
が
あ
げ
ら
れ
、
農

作
物
と
し
て

ト

ウ

モ

ロ

コ

シ
、

ジ

ャ
ガ

イ

モ
、

キ

ヌ

ア

(
G
隷
§
魯
ミ

ミ
ミ

ミ

§
ミ
)
、

マ

ニ
オ

ク

(ミ
§

ミ
ミ

禽
ミ
貯
謡
ミ
)
、

マ
メ
類

(卜
§

ミ
§
8
ミ

)
、

ピ

ー

ナ

ッ

ツ

(ト
ミ
らミ
の

ξ

§

ミ

)
、

カ

タ

バ

ミ

科

の

オ

カ

(
9
§
駐

ミ
曾
§

亀
)
、

ト

ウ

ガ

ラ

シ

(G
愚
§

ミ
ミ

ω
薯

.)
、

カ
ボ

チ

ャ

(
G
ミ

ミ

ミ
ミ

ω署

●)、

ワ
タ

(O
。
の慧

ミ
ミ

ω
o
●)

や

果

実

が

こ

れ

に
含

ま

れ

る

と

い

う
。

　

ま

た

、

こ

の

「伝

統

」

概

念

と

作

物

の

リ

ス
ト

は
、

ア

ン
デ

ス
考

古

学

の
重

鎮

ゴ

ー

ド

ン

・
ウ

ィ

リ

ー

も

踏

襲

し

、

著

作

の

中

で

繰

り

返

し

言

及

し

て

い

る

[自

一=
Φ
《

一
曾

昌
。

両

者

と

も

に
、

こ

の

よ

う

な

多

様

な

栽

培

植

物

の
名

を

あ

げ

て

は

い
る

の
だ

が

、

し

か

し

記

述

の
端

々

で
強

調

す

る

の
は

、

常

に
ト

ウ

モ

ロ

コ

シ
な

の

で

あ

る

。

　

ト

ウ

モ

ロ

コ

シ

に
特

権

を

与

え

て

き

た

理

由

は
、

潅

概

理

論

の

ほ

か

に
も

い
ろ

い
ろ

と
考

え

ら

れ

る

。

征

服

後

に
記

さ

れ

た

歴

史

文

書

に

ト

ウ

モ

ロ

コ
シ

が
頻

繁

に
登

場

す

る

こ

と

も

そ

の

一
つ
で

あ

ろ

う

し
、

古

代

文

明

の
研

究

そ

の
も

の

が

、

旧

大

陸

で

発

達

し

て

き

た

こ

と

も

関

係

し

て

い
よ

う

。

旧
大

陸

で

は

ム

ギ

類

の

よ
う

に
、

単

位

面

積

あ

た

り

の
収

穫

量

が

多

く

、

乾

燥

し

た

実

が

貯

蔵
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や
運
搬

に
有
利
な
穀
物
の
類
が
、
食
糧
や
余
剰
生
産
物

の
基
盤
と
し
て
確
固
た
る
地
位
を
確
保
し
て
き
た
た
め
、
ア
メ
リ
カ
大
陸
で

も
、
穀
類
で
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
関
心
が
集
ま

っ
た
の
で
あ
る
。
伝
統
的
な

マ
ル
ク
ス
主
義
的
文
明
史
観
で
は
、
余
剰
が
複
合
社

会
、
さ
ら
に
は
文
明
を
生
み
出
す
と
い
う
単
純
な
図
式
が
描

か
れ
て
き
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
貯
蔵
が
可
能
な
穀
類
に
目
が
向
く
の

は
自
然

で
あ

っ
た
。

　
も

っ
と
も
、
こ
の
旧
大
陸
か
ら
の
視
点
に
基
づ
く
推
測
が
、
あ
な
が
ち
的
は
ず
れ
と
は
い
え
な
い
の
は
、
実
際

に
中
米
で
は
、
当

の
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
が
栽
培
化
さ
れ
、
主
食
の
地
位
を
占
め
た
ば

か
り
で
な
く
、
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
、

マ
ヤ
、
ア
ス
テ
カ
と
い
っ
た
古

代
社
会

を
築
き
上
げ
る
原
動
力
と
な

っ
た
こ
と
が
考
古
学
、
歴
史
学
の
面
か
ら
検
証
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
こ
の
中
米

の
状
況

が
、
考
古
学
で
や
や
遅
れ
を
と
る
南
米
に
対
し
て
、
無
批
判
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
イ
メ
ー
ジ
を
照
射
し
て
き
た
可
能
性
は
あ

る
。

　
で
は

い
っ
た
い
、
こ
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
重
視
の
ど
こ
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
の
で
あ
ろ
う
か
。
じ

つ
は
、
現
在
の
ア
ン
デ
ス
地
帯

で
、
食
糧
と
し
て
重
視
さ
れ
て
い
る
ア
ン
デ
ス
原
産

の
作
物
が
別

に
存
在
す
る
の
で
あ
る
。
根
栽
類
の
ジ
ャ
ガ
イ
モ
で
あ
る
。
こ
の

現
状
と
古
代
文
明
に
つ
い
て
の
語
り
と
の
ギ
ャ
ッ
プ
は
、
日
本
で
も
見
受
け
ら
れ
、
民
族
植
物
学
者
の
山
本
紀
夫
は
、
再
三
に
わ
た

り
問
題
視
し
て
い
る

[山
本
　
二
〇
〇
四
]。

　
山
本

に
よ
れ
ば
、
日
本

の
歴
史
教
科
書
で
は
、
ア
メ
リ
カ
大
陸

の
古
代
文
明
の
食
糧
基
盤
を
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
記
す
も
の
が
大
半

で
あ
り
、
ま
た
考
古
学
や
民
族
学
の
専
門
書
で
さ
え
も
、
こ
れ
に
同
調
す
る
よ
う
な
記
述
が
多
々
認
め
ら
れ
る
と
い
う
。
考
え
て
み

れ
ば
、
専
門
書

の
多
く
が
、
先
述
し
た
欧
米
考
古
学
者

の
研
究
成
果
を
引
用
し
た
も
の
が
多

い
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
齪
齪
は
当
然

の
帰
結

と
も
い
え
る
。

　
さ
ら

に
ジ

ャ
ガ
イ
モ
が
等
閑
視
さ
れ
て
き
た
理
由
と
し
て
は
、
山
本
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、
戦
中
の
代
替
食
糧
と
い
う
ジ

ャ
ガ
イ

モ
に
対
す
る
負

の
記
憶
が
影
響
し
て
い
る
日
本
独
自
の
状
況
に
加
え
、
デ
ン
プ
ン
を
主
体
と
す
る
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
考
古
資
料
と
し
て
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残
存
し

に
く

い
こ
と
な
ど
も
あ
げ
ら
れ
る
。

　
も
ち

ろ
ん
山
本

の
指
摘
を
素
直
に
受
け
入
れ

つ
つ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
無
批
判

に
重
視
し
て
き
た
ア
ン
デ
ス
考
古
学

の
メ
タ
研
究

が
必
要

で
あ
る
こ
と
を
認
め
る
に
や
ぶ
さ
か
で
は
な

い
が
、
食
糧
基
盤
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
か
ジ
ャ
ガ
イ
モ
か
と
い
う

よ
う
な
類
の
議

論
は
、
現
在
の
ア
ン
デ
ス
考
古
学
や
複
合
社
会
の
分
析
で
展
開
し
て
い
る
議
論
と
は
ず

い
ぶ
ん
ず
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。

本
論

で
は
、
権
力
と

い
う
別

の
角
度
か
ら
こ
れ
ら
の
生
態
資
源
の
利
用
を
位
置
づ
け
て
み
た
い
。
ま
ず
は
、
双
方
の
作
物
を
育
ん
で

き
た
環
境
、
そ
し
て
古
代
文
化
の
変
遷
過
程
を
概
観
し
て
お
く
。

二
　
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯
の
生
態
環
境
と
古
代
文
化
の
変
遷

aioジ ャ ガイ モ と トウ モ ロ コ シ

 

　
古
代

ア
ン
デ

ス
文
明
が
栄
え
た
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯
は
、
大
雑
把

に
い
う
と
、
乾
燥
砂
漠
地
帯
と
し
て
の
海
岸
、

ア
ン
デ

ス
の

峰
々
が
連
な
る
山
地
、
ア
マ
ゾ
ン
川
源
流
部
の
熱
帯
雨
林
地
帯
よ
り
な
る
。
海
岸
地
帯
で
は
、
ア
ン
デ

ス
山
脈
西
斜

面
に
源
を
発
す

る
河
川

が
太
平
洋
に
対
し
て
垂
直
に
流
れ
込
み
、
そ
の
流
域
は
人
間
の
生
活

の
舞
台
と
な

っ
て
き
た
。
ま
た
隣
接
す
る
海
域
は
、
豊

か
な
海
洋
資
源
を
抱
え
る
。

　

一
方
、
山
地
に
は
、
六
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
級

の
山
の
頂
ま
で
、
高
度
差

に
応
じ
た
多
様
な
生
態
環
境
が
展
開
す
る
。
熱
帯
性
植
物

が
生
え
る
暑
く
乾
燥
し
た
谷
間
か
ら
、
海
抜
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
超
え
て
発
達
す
る
山
間
盆
地
、
根
裁
類
が
栽
培

さ
れ
る
冷
涼
な

高
地
斜

面
、
さ
ら
に
は
リ
ャ
マ
や
ア
ル
パ
カ
な
ど
の
ラ
ク
ダ
科
動
物
が
飼
育
さ
れ
る
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後
の
高

地
平
原
な
ど
で

あ
る
。

さ
ら
に
山
地

の
東
に
は
、
ア

マ
ゾ
ン
川
源
流
部
が
広
が
る
。
こ
う
し
た
多
様
な
生
態
環
境
の
中

で
、
古
代
文
化
の
興
亡
過
程

が
把
握

さ
れ
て
い
る
の
は
、
主
に
海
岸
と
山
地
で
あ
る
。



　
古
代

ア
ン
デ
ス
文
明
と
い
え
ば
、
イ
ン
カ
帝
国
が
有
名

で
あ
る
が
、
そ
の
イ
ン
カ
に
し
て
も
、
十
五
世
紀

の
後
半
か
ら
十
六
世
紀

前
半
に
栄
え
た

一
〇
〇
年

に
も
満
た
な
い
短
命
な
国
家

の

一
つ
に
す
ぎ
ず
、
こ
れ
に
先
立

つ
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
が
成
立
し
消
滅
し
て

い
た
こ
と
が
最
近
の
考
古
学
的
研
究
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。

　
中
央

ア
ン
デ
ス
地
帯
に
人
類
が
登
場
し
た
の
は
、
今
か
ら

一
万

一
〇
〇
〇
年
ほ
ど
前
の
最
終
氷
期
の
末
で
あ

っ
た
。
植
物
採
集
に

従
事
し

な
が
ら
、
そ
の
後
絶
滅
す
る
大
型
哺
乳
類
を
狩
猟
す
る
と
い
う
生
活
を
送

っ
て
い
た
。
や
が
て
、
約

一
万
年
前
頃

に
氷
河
が

後
退
す

る
と
、
変
化
す
る
環
境
の
中
で
人
類
は
植
物
採
集
と
小
型
動
物

の
狩
猟
を
生
業
と
す
る
か
た
わ
ら
、
実
験
的
に
植
物
栽
培
や

動
物
飼
育
を
試
み
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
代
は
、
ア
ン
デ
ス
考
古
学
上

「石
期
」
と
呼
ば
れ
る
時
期
と
、
そ
れ
に
続
く

「古
期
」

に
あ
た

る
。
前

二
五
〇
〇
年
頃
よ
り
次
第
に
農
業
や
牧
畜

へ
の
比
重
が
高
ま
り
、
同
時
に
祭
祀
建
造
物
が
出
現
す
る
。
建
造
物
の
建

設
や
祭
祀
活
動
を
中
心

に
社
会
は
ま
と
ま
り
、
中
央
ア
ン
デ
ス
各
地

で
類
似
し
た
図
像
が
登
場
す
る
。
文
明
の
胎
動
期
と
も
い
え
、

「形
成
期
」
と
呼
ば
れ
る
。
本
論

で
分
析
対
象
と
な
る
時
期
で
あ
る
。
や
が
て
紀
元
前
後
の
頃

か
ら
、
地
方
色
豊

か
な
文
化
が
開
花

し
、
宗
教
面
だ
け
で
な
く
、
軍
事

・
経
済
面
で
の
発
達
が
顕
著

に
な
る
。
「地
方
発
展
期
」
と
呼
ば
れ
、
北
海
岸
の
モ
チ

ェ
や
南
海

岸
の
ナ
ス
カ
な
ど
の
社
会
も
こ
の
時
代

に
属
す
る
。
さ
ら
に
後
七
〇
〇
年
頃
よ
り
、
南
高
地
起
源
の
ワ
リ
社
会
が
、
中
央
ア
ン
デ
ス

の
か
な

り
の
地
域
に
影
響
を
与
え
、
都
市
空
間
が
発
生
す
る
。
「
ワ
リ
期
」
で
あ
る
。
ま
た
、
ボ
リ
ビ
ア
の
テ
ィ
テ
ィ
カ
カ
湖
東
岸

で
は
、

そ
の
起
源
こ
そ
形
成
期
に
さ
か
の
ぼ
る
が
、
ワ
リ
と
同
じ
頃
に
テ
ィ
ワ
ナ
ク
文
化
が
最
盛
期
を
迎
え
、
数
々
の
祭
祀
建
造
物

が
建
設

さ
れ
、
ペ
ル
ー
南
部
か
ら
チ
リ
北
部
ま
で
に
わ
た
る
広

い
範
囲
に
影
響
力
を
与
え
た
。
後

一
〇
〇
〇
年
頃
に
な
る
と
、
再
び

地
方
色

の
強
い
政
体
が
現
れ

(地
方
王
国
期
)、
そ
の

一
つ
で
あ
る
南
高
地
で
生
ま
れ
た
イ
ン
カ
が
や
が
て
中
央
ア
ン
デ

ス
全
域
に
覇

権
を
広
げ
る
の
で
あ
る

(イ
ン
カ
期
)。

資源人類学07　 生態資源 と象徴化215



三
　
生
態
資
源
と
し
て
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
ジ

ャ
ガ
イ
モ

1
　
導
入
の
過
程

　
さ
て
、
こ
の
よ
う
な
古
代
文
化

の
盛
衰
過
程

に
お
い
て
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、

い
つ
登
場
し
、
ど

の
よ
う
に
利
用

さ
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
後
氷
期
の
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯
で
、
初
め
に
登
場
す
る
栽
培
植
物
は
、
イ
ン
ゲ
ン

マ
メ

(き

毯
S
ミ
恥

ミ

雪

註
G・
)
、

ラ

イ

マ

メ

(ミ

題
ミ
婁

ミ
ミ

ミ
吻
)
、

ト

ウ

ガ

ラ

シ

や

カ

ボ

チ

ャ
、

そ

し

て

、

ル

ク

マ

(ト
ミ

ミ
ミ
黛

&

o
ミ
ミ
)

や

パ

カ

イ

(寒

ω
薯

・)

な

ど

の
果

実

で

あ

る

。

こ

れ

に

対

し

て
、

本

論

の
対

象

で
あ

る

ト

ウ

モ

ロ

コ

シ

と

な

る

と

、

古

期

の
末

か

ら

形

成

期

の
初

め
に
あ
た
る
遺
跡
か
ら
、
ご
く
わ
ず
か
出
土
し
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
し
か
も
他

の
栽
培
植
物
が
全
て
出
そ
ろ

っ
た
後
に
登
場
す

る
な
ど
、
そ
の
導
入
は
遅

い
と
い
え
る
。
今

の
と
こ
ろ
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
中
米
で
栽
培
化
さ
れ
、
そ
こ
よ
り
南
米

へ
伝
播
し
た
と

い
う
説
が
強

い
こ
と
も
、
こ
の
状
況
を
説
明
す
る
の
に
都
合
が
よ
い
。

　

一
方
で
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
は
ど
う
で
あ
ろ
う
か
。
実
際
に
遺
存
体
が
発
見
さ
れ
て
い
る
遺
跡
や
年
代
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
大
差
な

い
。

し
か
し
、
オ
カ

(9
§
駐

ミ
富
こ
絶

や
ツ
ル
ム
ラ
サ
キ
科

の
オ
ユ
コ

(q
、ミ
ミ
の
ミ
9
ミ
。・婁
)
な
ど
、
根
栽
類

の
利
用
が
、
高

地
の
遺

跡
で
早
く
か
ら
確
認
さ
れ
て
い
る
点
は
無
視
で
き
な
い
。
ま
た
デ

ン
プ
ン
が
主
体

の
根
栽
類
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
な
ど
と
比

べ
て
、
地
中
に
残
り
に
く

い
た
め
、
出
土
し
な
い
か
ら
と
い
っ
て
存
在
し
な
か
っ
た
と
は
い
え
な
い
。

　
特

に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
な
高
地
性
の
根
栽
類
の
栽
培
化
に
関
し
て
は
、
山
本
が
ラ
ク
ダ
科
動
物

の
飼
育
化
の
過

程
と
結
び

つ
け

る
興
味
深
い
論
を
展
開
し
て
い
る

[山
本
　
二
〇
〇
四

u
六

一
～
六
四
]。
ラ
ク
ダ
科
動
物
の
飼
育
化
は
、
植
物

の
栽
培

化
と
並
行
し
、
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古
期

の
初
め
の
頃
よ
り
開
始
さ
れ
、
少
な
く
と
も
形
成
期
に
は
完
成
を
み
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
ラ
ク
ダ
科
動
物

の

生
態
を
人
び
と
が
次
第
に
熟
知
し
始
め
た
こ
と
も
理
由
の

一
つ
だ
が
、
高
地
性
の
根
栽
類

の
栽
培
化

に
よ
り
、
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル

を
超
え
る
高
地
で
も
安
定
し
た
食
生
活
が
可
能

に
な

っ
た
こ
と
と
も
関
係
す
る
。
た
と
え
ば
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
場
合
、
野
生
種
の
中
に

は
雑
草
型
の
も

の
が
多
く
、
人
間
の
活
動
に
よ

っ
て
撹
乱
さ
れ
た
生
態

の
中
で
成
育
す
る
性
質
を
備
え
て
い
る
。

こ
の
人
間
に
よ
る

生
態
系

の
撹
乱
は
、
ラ
ク
ダ
科
動
物
の
飼
育
化
と
関
係
し
て
い
る
と
い
う
。
具
体
的

に
は
、
大
量

の
糞
が
堆
積
す
る
動
物
の
囲
い
場

の
建
設
な
ど
が
生
態
系
に
影
響
を
及
ぼ
し
、
雑
草
型
の
ジ

ャ
ガ
イ
モ
が
生
み
出
さ
れ
た
可
能
性
が
想
定
さ
れ
て
い
る
。

　
こ
の
よ
う
に
考
え
れ
ば
、
初
期
の
高
地
社
会
に
お
い
て
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
以
上
に
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
よ
う
な
根
栽
類
が
、
重
要
な

食
糧
源

と
し
て
活
躍
し
た
こ
と
が
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

2

政
治
的
な
作
物
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

　
起
源

は
と
も
か
く
、
形
成
期
以
降
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
と
ジ

ャ
ガ
イ
モ
は
と
も
に
、
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯

に
お
い
て
重
要
性
を
増
す
。

日
本
の
調
査
団
が
発
掘
し
た

コ
ト
シ

ュ
遺
跡
で
は
、
土
器
の
表
面
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
図
像
が
登
場
し

口
N二
巨

俸

↓
Φ鎚
量

一㊤謁

亘
讐
Φ
一
一9
一ω
]、
海
岸
や
山
岳
地
帯
の
祭
祀
遺
跡
か
ら
も
、
炭
化
し
た
穂
軸
が
出
土
す
る

[じd
霞
ひq臼

一㊤㊤・。
"
お
]。
と
は
い
え
、
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
自
体
が
主
要
な
食
糧
源
で
あ

っ
た
と
は
考
え
に
く

い
。
有
名
な
チ
ャ
ビ
ン

・
デ

・
ワ
ン
タ
ル
遺
跡
や
、
北
高
地
の
カ
ハ
マ

ル
カ
地
方

で
は
、
当
時

の
食
糧
に
占
め
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
割
合
は
、
さ
ほ
ど
多
く
は
な
か

っ
た
点
が
、
近
年
の
科
学
分
析
か
ら
明

ら
か
に
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る

[しd
霞
ひq臼

卿

く
き

α
臼

と
①毫

Φ
一㊤
㊤P
関

・
米
田
　
二
〇
〇
四
]。
む
し
ろ
、
利
用
方
法
に
ジ

ャ
ガ
イ

モ
と
の
違

い
が
現
れ
始
め
て
い
る
。
形
成
期
に
つ
い
て
は
、
後
述
す
る
の
で
、
こ
こ
で
は
形
成
期
に
続
く
地
方
発
展
期
の
社
会
で
、

両
作
物

の
役
割
の
違

い
を
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。

　
地
方

発
展
期
の
北
海
岸
で
栄
え
た
モ
チ

ェ
は
、
ア
ン
デ

ス
文
明
史
上
最
初
の
国
家
と
い
わ
れ
、
大
規
模
な
建
造
物
、
潅
概
施
設
が
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築
か
れ
、

エ
リ
ー
ト
階
層
が
経
済
、
軍
事
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
面
を
把
握
し
て
い
た
と
さ
れ
る
。
ま
た
写
実
的
な
表
現

を
伴
う
土
器
が

製
作

さ
れ
、
図
像
研
究
も
進
ん
で
い
る
。
植
物
図
像

の
土
器
を
分
析
し
た
メ
ア
リ
ー

・
ユ
ー
バ
ン
ク
ス
に
よ
れ
ば
、

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
、

ジ
ャ
ガ
イ
モ
、
カ
ボ
チ
ャ

(O
ミ
ミ
ミ
ミ

§
§
§
ミ
O

ミ
8
らぎ
ミ
)、

マ
ニ
オ
ク
、
ピ
ー
ナ
ッ
ツ
、

マ
メ
科

の
パ
カ
イ
、

ヒ
ョ
ウ
タ
ン

(卜
飛
§
ミ
ミ

鴇
聴
ミ
§

)、
果
実

の
パ
パ
イ
ヤ

(○
ミ
ミ

ミ
ミ
讐
§
G・)
や
グ

ァ
ナ
バ
ナ

(匡
謹
ミ

ミ
ミ
§

ミ
)、
食
用

カ
ン
ナ

(9
§
黛

ミ
ミ
邑

の
十

一
種
が
同
定
で
き
た
と

い
う

日
魯
壁
冨

お
㊤㊤』
①
]。
中
で
も
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、
彼
女
が
扱

っ
た
七
十
五
点
の
モ
チ

ー
フ
の
う
ち
で
、
じ

つ
に
三
十
三
点
、
四
十
二
%
を
占
め
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
も
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
次
い
で
多
か

っ
た
。

　
し

か
し
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
場
合
、
二
十

一
点
、
す
な
わ
ち
六
割
以
上
の
図
像

で
、
モ
チ

ェ
の
神
と
の
共
伴
が
認

め
ら
れ
る
と
い

う

冨
⊆
審
爵
ω
お
㊤㊤
　
旨
]。

一
方
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
単
体
か
、
捕
虜
の
像
、
あ
る
い
は
人
間
と
合
体
し
た
形
で
象
ら
れ
る
。
イ

デ
オ

ロ
ギ
ー
と
の
結
び

つ
き
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
ほ
う
が
強

い
の
で
あ
る
。
ま
た
、
精
製
土
器
は
、
そ
の
生
産
や
消
費
を

エ
リ
ー

ト
階
層
が
握

っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る

[d
O①α
四
　俸
　
＼r「bPmFω
　一㊤㊤○○
]。
こ
う
し
た
点
か
ら
、
筆
者
や
山
本
は
、
ト
ウ

モ
ロ

コ
シ
を
食
糧
以
上
の
役
割
を
担

っ
た

「政
治
的
な
作
物
」
と
位
置
づ
け
て
き
た

[関
　

一
九
九
八

"
山
本
　
二
〇
〇
四
]。

　
さ
ら

に
山
本
は
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
の
象
形
土
器
の
中

に
チ

ュ
ー
ニ
ョ
と
呼
ば
れ
る
冷
凍
乾
燥
体
を
確
認
し
て
い
る

[山
本
　
二
〇
〇

四

二

〇
九
]。
ジ
ャ
ガ
イ
モ
は
、
炭
水
化
物
が
主
体
の
作
物
で
あ
る
か
ら
保
存
に
は
適
し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
中

央
ア
ン
デ

ス

で
は
、
高
地
に
お
け
る
日
中

の
気
温
の
寒
暖
差
を
利
用
し
て
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
内
の
水
分
を
抽
出
し
た
乾
燥
ジ

ャ
ガ
イ

モ
の
生
産
が
考

案
さ
れ
た
こ
と
で
知
ら
れ
る
。

こ
の
保
存
方
法
が
、
地
方
発
展
期
に
ま
で
さ
か
の
ぼ
る
と
考
え
る
山
本
は
、
海
岸
地
帯
で
あ

っ
て
も
、

冷
凍
乾
燥
ジ

ャ
ガ
イ
モ
が
利
用
さ
れ
る
ほ
ど
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
消
費
が

一
般
化
し
て
い
る
点
を
強
調
し
て
い
る
。
栄
養
は
イ
モ
類
か

ら
摂
取
し
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
は
、
別
の
役
割
が
与
え
ら
れ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
。

　
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
政
治
性
は
、
図
像
で
表
象
さ
れ
る
だ
け
で
は
な

い
。
酒
と
し
て
の
利
用
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
実
際
に
貯
蔵

用
の
壷

は
、
モ
チ

ェ
期
の
遺
構
か
ら
検
出
さ
れ
、
ま
た
酒
壷
を
担
ぐ
人
物
も
土
器
に
描
か
れ
る
。
こ
の
酒
の
利
用
に

つ
い
て
は
、
後
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代

の

イ

ン
カ

の

ほ

う

が

よ

り

明

ら

か

で

あ

る
。

3

イ

ン
力

帝

国

と

ト

ウ

モ

ロ

コ
シ

　
現
代

の
ア
ン
デ
ス
の
住
民
た
ち
の
食
生
活

に
欠

か
す
こ
と
の
で
き
な

い
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
は
、
乾
燥

さ
せ
た
後

に
茄

で
た
り

(ミ
ミ
鴨)
、
妙

っ
た
り
し
て

(ら§
らぎ
)
食
す
る
こ
と
が
多

い
が
、
利
用
方
法
と
し
て
特
異
な
の
は
、
酒
と
す
る
点
で
あ
る
。
伝
統
的

な
製
法

と
し
て
は
、
女
性
が
口
に
含
ん
で
噛

み
砕
き
、
唾
液
と
混
ぜ
合
わ
せ
る
か
、
水
に
ひ
た
し
て
発
芽
さ
せ
る

[ア
コ
ス
タ
　

一

九
六
六
]。
ジ
ア
ス
タ
ー
ゼ
酵
素
が
入
る
こ
と
で
、
デ

ン
プ

ン
質
が
糖
に
変
わ
り
、
発
酵
す
る
こ
と
で
酒

に
な
る

(写
真
1
)。
そ

の

際
、
広

口
の
壷
で
二
度
ほ
ど
煮
る
こ
と
が
知
ら
れ
、
冷
却
用
に
広

口
壷
が
、
保
存
用
に
短
頸
壷
が
用

い
ら
れ
る

冒

器
一一Φ
一零
。。
]。

　
こ
う

し
て
で
き
た
酒
を
チ
チ
ャ

(qミ
らぎ
)
と
い
い
、
現
代

ア
ン
デ
ス
に
お
い
て
は
社
会
的

・
政
治
的
、
あ
る

い
は
宗
教
的
な
場

面
で
重
要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
た
と
え
ば
労
働
に
関
わ
る
集
会
や
、
種
ま
き
、
収
穫
、
祝
宴
な
ど
で
供
さ
れ
、
社
会
集
団
や

血
縁
集
団
問

の
関
係
を
確
保
す
る
媒
介
物
と
み
な
さ
れ
る
こ
と
が
多
い

[≧
一①
コ
一㊤。。。。]。
ま
た
、
し
ば
し
ば
山
や
大
地
に
棲
む
神
的

存
在

に
対
し
て
チ
チ
ャ
が
捧
げ

ら
れ
、
人
間
と
神
的
存
在
と
の
間
を
結
び

つ
け
る
役
割

が
与
え
ら
れ
る
例
も
み
ら
れ
る

[一ωぴ
巴

お
。。㎝
]。
神
的
存
在
と
の
関
係
に
お
い
て
は
、
見
返
り
と
し
て
豊
穣
や
加
護
が
得
ら
れ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
点
で
、
ア
ン
デ
ス
の

特
徴
と
し
て
し
ば
し
ば
指
摘
さ
れ
る
互
酬
性
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
人
間
同
士
の
関
係

に
な
る
と
事
態
は
や
や
複
雑
で
あ
る
。

チ
チ

ャ
饗
宴

に
は
、

つ
ね
に
ホ
ス
ト
と
ゲ
ス
ト
の
非
対
称
的
な
関
係
が
存
在
し
て
い
る
。
こ
れ
は
労
働
協
力
な
ど
の
形
で
相
殺
さ
れ
、

互
酬
性

が
維
持
さ
れ
る
場
合
も
あ
ろ
う
が
、
逆
に
階
層
的
な
上
下
関
係
を
固
定
化
し
、
強
化
し
て
い
く
側
面
を
秘
め
て
い
る
か
ら
で

あ
る
。

　
こ
の
点
が
明
ら
か
な
の
は
、
イ
ン
カ
期
の
社
会

に
お
い
て
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
征
服
後
に
著
さ
れ
た
歴
史
文
書
で
は
、
イ
ン
カ
の

宗
教

・
政
治
と
チ
チ
ャ
と
の
密
接
な
関
係
が
繰
り
返
し
言
及
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
グ
ァ
マ
ン

・
ポ
ー
マ

・
デ

・
ア
ヤ
ラ
の
残
し
た
絵
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写真1　 チチ ャ酒 の製造(ペ ルー北海岸 ピウラ地方)

1980　 (1615)][Guamán Poma de Ayala図1　 チチ ャを飲 むインカ王
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(図
1
)

に
は
、
月
ご
と
の
祭
り
の
う
ち
で
も
最
大

の
も
の
で
あ
る
イ
ン
テ
ィ

・
ラ
イ
ミ

(ミ
職
沁
ミ
ミ

"
太
陽
の
祭
典
)
に
お
い
て
、

イ
ン
カ
王
が
口
に
し
、
ま
た
太
陽
に
捧
げ
ら
れ
る
チ
チ
ャ
が
描
か
れ
て
い
る

[∩甲⊆
鋤
ヨ
鋤
⇒
℃
O
ヨ
鋤
]「㊤
000]
。
ま
た
作
物
の
植
え
付
け
を

行
う
際

の
儀
礼
、
あ
る
い
は
祖
先
崇
拝

に
関
わ
る
儀
礼
に
お
い
て
も
チ
チ

ャ
は
描
か
れ
る
。

　
ま
た
最
近

の
歴
史
学
の
研
究
で
も
、
チ
チ
ャ
の
政
治
的
側
面
が
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
多

い

[ワ
シ
ュ
テ
ル
　

一
九
八
四
]。
イ
ン
カ

の
統
治
下
、
土
地
は
三
分
割
さ
れ
、
太
陽
神
と
イ
ン
カ
王
に
捧
げ
ら
れ
た
土
地
で
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
代
表
と
す
る
作
物
が
栽
培

さ
れ
た
。
人
民
に
課
さ
れ
た
税
と

い
う

の
は
、
こ
の
土
地
で
働
く
こ
と
で
あ

っ
た
。
し
か
し
収
穫
物
は
、
必
ず
し
も
首
都
ク
ス
コ
へ

運
ば
れ

た
わ
け
で
は
な
く
、
地
方
セ
ン
タ
ー
の
倉
庫
に
貯
蔵
さ
れ
、
地
方
行
政
官
が
こ
れ
を
管
理
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
さ
ら
に
食

糧
や
布
な
ど
の
貯
蔵
品
は
、
イ
ン
カ
主
催
の
儀
礼
で
消
費
さ
れ
た
だ
け
で
は
な
く
、
イ
ン
カ
が
国
家
事
業
と
し
て
道
路
な
ど
を
建
設

す
る
場
合
、
賦
役

(ミ
タ

"
ミ
ミ
)
を
課
さ
れ
た
住
民
に
再
分
配
さ
れ
た
と

い
う
記
録
が
残

っ
て
い
る
。
中
で
も
貯
蔵
作
物
の
う
ち

で
最
も
多
か

っ
た
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
は
、
支
配
者
側
が
開
く
饗
宴
の
際
に
チ
チ
ャ
と
い
う
形
で
振
る
舞
わ
れ
た
。
こ
の
意
味
で
、
賦
役

へ
の
反
対
給
付
と
し
て
の
チ
チ
ャ
は
、
支
配
/
被
支
配

の
上
下
関
係

の
確
認
と
強
化
に
つ
な
が

っ
た
と
い
え
る
。

　
こ
う
し
た
酒
と
し
て
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
利
用
は
、
考
古
学
の
成
果
か
ら
も
傍
証
さ
れ
る
。
イ
ン
カ
の
地
方
行
政
セ
ン
タ
ー
で
あ

る
ワ
ヌ

コ
・
パ
ン
パ
遺
跡
を
発
掘
し
た
ク
レ
イ
グ

・
モ
リ
ス
ら
は
、
首
都
ク
ス
コ
に
似
た
空
間
配
置
を
見
せ
る
遺
構
の
中
に
、
上
質

の
石
材
を
用

い
た
空
間
構
造
を
発
見
し
て
い
る

[ζ
。三

ω
帥

↓
げ
。
ヨ
o
ω8

お
。。切]
。
こ
こ
か
ら
は
多
数
の
壷

の
破
片
と
織
物
の
道
具

が
出
土
し
て
お
り
、
歴
史
文
書
で
言
及
さ
れ
る
、
チ
チ
ャ
製
造
と
織
物
製
作
を
担
わ
さ
れ
た
ア
ク
リ

ャ

(寒
§

"
処
女
)
の
館
跡
で

あ
る
可
能
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
政
治
的
な
作
物
と
し
、
ジ

ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
イ
モ
類
を
食
料
基
盤
と
し
て
分
け
る
山
本
の

考
え
方

に
は
説
得
力
が
あ
る
。
繰
り
返
す
が
、
筆
者
も
こ
う
し
た
論
を
展
開
し
て
き
た
。
し
か
し
、
作
物
を
役
割
で
区
別
す
る
だ
け

で
は
、
文
明
の
形
成
過
程
が
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
の
点
を
論
じ
る
た
め
に
、
筆
者

の
調
査
し
て
き
た
ペ
ル
i
北
高
地
の
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カ

ハ
マ
ル
カ
地
方

の
形
成
期
社
会
を
と
り
あ
げ
よ
う
と
考
え
る
が
、
ま
ず
は
、
議
論

の
枠
組
み
を
提
示
し
て
お
き
た

い
。

222

 

四
　
権
力

の
形
成
と
基
盤
と
な
る
資
源

　
古
代

文
明
の
形
成
過
程
に
関
す
る
従
来
の
議
論

で
は
、
余
剰
生
産
物
の
発
生
な
ど
の
経
済
面
、
そ
し
て
そ
れ
に
加

え
て
政
治
面

に

偏

っ
て
い
た
き
ら

い
が
あ
る
。
前
節
ま
で
の
論
も
こ
れ
に
含
ま
れ
よ
う
。
し
か
し
、
近
年
で
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

へ
の
関
心
が
高
ま

り
を
見

せ
、
こ
れ
を
建
築
や
儀
礼
な
ど
の
解
析
を
通
し
て
追
究
す
る
も
の
も
増
え
て
き
た
。
さ
ら
に
は
、
こ
れ
ら
複
数

の
側
面
を
統

合
的

に
論
じ
る
研
究
者
も
現
れ
て
き
た
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
そ
の
際
に
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
る
の
が
権
力
と
い
う
概
念

で
あ
る
。

　
本
論

で
注
目
す
る
の
は
、
首
長
制
社
会
や
国
家

の
形
成
過
程
を
論
じ
る
際
に
、
経
済
、
軍
事
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と

い
う
三

つ
の
要

素
を
権
力
資
源
と
し
て
捉
え
る
研
究
方
法

で
あ
る

[国
鋤ユ
Φ
δ
㊤刈b

O8
]。
こ
こ
で
い
う
権
力
と
は
、
リ
ー
ダ
ー
や
支
配
者
が
他
の

人
び

と
に
行
使
す
る
支
配
力

[ζ
四昌
口
　
一㊤OQ①
"　①]
で
あ
り
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
は
、
権
力
資
源

へ
の
ア
ク
セ
ス
を
制

限
す
る
能
力

[守

『冨

一㊤㊤ゴ
出

と
定
義
し
て
お
く
。
ど
の
よ
う
に
権
力
や
支
配
組
織
が
築
か
れ
る
の
か
を
理
解
す
る
こ
と
は
、
ど

の
よ
う
に
権
力

資
源
が
利
用
さ
れ
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
の
か
を
知
る
こ
と
と
同
義
で
あ
る
と
い
う
立
場

で
あ
る
。
以
下
に
ア
ー
ル
の
見
方

に
沿

っ
て
三
つ
の
権
力
資
源
を
整
理
し
よ
う

冨
巴

Φ
一㊤㊤メ
①山
O
]。

1

権
力
資
源
と
し
て
の
経
済

　

一
つ
目
の
権
力
資
源
で
あ
る
経
済
は
、
生
態
環
境
を
基
盤

に
で
き
あ
が

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
人
間

の
手
で
生
態
資
源
を
加
工
し

て
生
ま
れ
る
生
産
物
や
そ
れ
を
生
み
出
す
技
術
、
あ
る
い
は
モ
ノ
を
獲
得
す
る
手
段
と
し
て
の
交
換
と
い
っ
た
対
象

へ
の
ア
ク
セ
ス
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を
排
他
的

・
限
定
的
に
す
れ
ば
、
不
平
等
、
す
な
わ
ち
権
力
が
発
生
す
る
基
盤
と
な
り
う
る
。
単
純
な
原
理
だ
が
、
人
間
が
生
き
て

い
く
た
め
に
必
須
な
食
糧
な
ど
が
こ
れ
に
含
ま
れ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、
そ
の
効
果
が
絶
大
で
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。

　
ア
ー

ル
に
よ
れ
ば
、
市
場
経
済
や
資
本
主
義
経
済
が
浸
透
す
る
以
前
の
社
会
で
は
、

い
わ
ゆ
る
伝
統
的
経
済
が
機
能
し
て
い
た
と

い
う

[国
巴

Φ
N
OO呼
・。
"
㊤]。
伝
統
的
経
済
は
、
生
業
経
済

(ω⊆
σ
ω醇
Φ口
。Φ
Φ8
⇒
。ヨ
<
)
と
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

.
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
二
局
面

を
含
む
。
前
者
は
、
狩
猟
、
採
集
、
漁
労
、
農
耕
、
い
ず
れ
の
生
業
で
も
、
生
産
単
位
で
あ
る
世
帯
が
、
必
要
最
低
限
の
生
産
物
を

入
手
し
よ
う
と
す
る
指
向
を
指
し
、
家
族
制
生
産
様
式
と
も
い
わ
れ
る

[サ
ー
リ
ン
ズ
　

一
九
八
四

"
五
六
～

一
一
八
]。

　

一
方

で
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
は
、
余
剰
生
産
物
が
支
配
組
織
や
リ
ー
ダ
ー
ら
の
政
治
的
活
動
や
生
活
を
支
え
る
た

め
に
振

り
向
け
ら
れ
る
よ
う
な
局
面
を
指
す

日
巴

Φ
b。OO・。"
・。る
]。
そ
こ
で
は
、
よ
り
多
く
の
資
源
が
得
ら
れ
れ
ば
、
よ
り
大
き
な

権
力

の
掌
握

へ
と
つ
な
が
る
た
め
、
増
殖
や
拡
大
が
指
向
さ
れ
る
と
い
う
。
こ
の
点
で
生
業
経
済
と
は
大
き
く
異
な
る
。

い
ず
れ
に

せ
よ
、
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
は
、
生
産
、
分
配
、
消
費
な
ど
に
対
し
て
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
る
の
が

一
般
的
で
あ

る
。

　
こ
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
発
展
過
程
を
追
究
す
る
た
め
に
、
二
つ
の
経
済
シ
ス
テ
ム
を
区
別
し
て
お
こ
う
。
主
要
生

産
物
財
政

(ω訂
営
①
暁ヨ
き
8
)
と
富

の
財
政

(毛
Φ
巴
窪

{冒
き
8
)
で
あ
る
。
主
要
生
産
物
財
政
と
は
、

一
般

に
穀
物
、
家
畜
、
織
物

な
ど
生
活
物
資
を
支
配
組
織

に
納
入
す
る
こ
と
を
指
す

[田

二
Φ
俸
O
.と
q
o<
6
・。・。"
N
①①]。
税

で
あ
れ
、
共
同
労
働
の
結
果
で
あ
れ
、

支
配
組
織
が
徴
収
し
た
生
活
物
資
は
、
支
配
者
や
そ
の
従
者
な
ど
の
支
配
組
織
を
支
え
る
た
め
に
使
用
さ
れ
る
。
こ
れ
は
、
生
産
者

(被
支
配
者
)
が
通
常
生
産
し
て
い
る
も

の
を
徴
収
す
る
点
で
、

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
も
比
較
的
容
易
で
あ
る
。

　

一
方

で
、
富

の
財
政
と
は
、
支
配
組
織

へ
の
支
払
い
手
段
と
し
て
、
特
殊
な
財
を
使
用
す
る
こ
と
を
指
す
。
こ
の
財
と
は
、
威
信

財
か
ら
貨
幣
ま
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
対
象
を
含
む
が
、

一
般
に
主
要
生
産
物

に
比
べ
て
軽
く
、
運
搬
し
や
す
い
も
の
が
多
い
と
い
う
。

し
た
が

っ
て
、
富

の
財
政
は
、
生
産
、
分
配
、
消
費

と
と
も
に
、
交

易
に
対
す

る

コ
ン
ト

ロ
ー

ル
を
通
じ

て
も
掌
握

さ
れ
る
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[
国
鋤
「
一
Φ
　
一
㊤
㊤
刈
日
刈
しQ
]
。

　
し

か
し
富

の
財
政
は
、
意
外
に
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
に
く
い
。
対
象
と
な
る
財
は
、
固
有
の
価
値
が
付
与
さ
れ
て
初

め
て
意
味
を
持

つ
こ
と
か
ら
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
結
び

つ
く
こ
と
が
多
い
。
し
た
が

っ
て
人
間

の
生
活
に
必
須
な
主
要
生
産
物
と
は
違

っ
て
、
意
味

づ
け

の
変
化

に
よ

っ
て
は
、
価
値
が
下
落
す
る
可
能
性
が
あ
る
と
い
う
弱
点
を
持

つ

[国
巴

①
一㊤㊤
8
起
]。
ま
た
逆

に
価
値
が
上
昇

し
て
も
、
運
搬
が
容
易
で
あ
る
が
ゆ
え
に
、
盗
難
や
強
奪
、
あ
る
い
は
模
造
品
が
作
成
さ
れ
る
危
険
性
を
孕
む
点
も
弱
点
と
い
え
よ

う
。

　
た
だ
し
主
要
生
産
物
財
政
と
富
の
財
政
は
分
析
概
念

で
あ
り
、
実
態
は
独
立
し
て
い
る
と
は
限
ら
な

い
。
主
要
生
産
物
財
政
が
富

の
財
政
を
担
う
専
門
家
集
団
を
支
え
る
こ
と
も
あ
る

[国
巴

①
・。O
ON"
一逡
]
。

2

権
力
資
源
と
し
て
の
軍
事
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第

二
の
権
力
資
源
で
あ
る
軍
事
は
強
制
的
な
権
力
行
使
を
展
開
す
る
も
の
で
あ
り
、
権
力
の
拡
大
に
と

っ
て
は
重
要
な
要
素
で
あ

る

冨
巴

Φ
お
㊤
S
HO
巴
。
戦
争
に
よ

っ
て
、
敵
を
配
下
に
置
き
、
権
力

の
拡
大
を
図
る
こ
と
が
可
能

に
な
り
、
逆

に
競
合
す
る
他
集

団

の
攻
撃
か
ら
土
地
と
成
員
を
守
る
こ
と
も
で
き
る
。
ま
た
軍
事
は
、
社
会
内
部
の
統
治
に
も
影
響
を
与
え
、
成
員
が
行
う
貢
納

へ

の
暗

黙
の
強
制
力
と
な
り
う
る
。
そ
の
意
味

で
は
、
経
済

に
対
す
る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
も
か
ら
む
。
さ
ら
に
権
力

に
歯
向
か
う
者
に

鉄
槌

を
下
す
手
段

に
も
な
る
。
し
か
し
、
軍
事

に
弱
点
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
、
同
じ
武
力
が
謀
反
、
造
反
な
ど
の
原
動
力
に

な
る
可
能
性
が
高

い
点
に
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
軍
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
し
て
は
、
セ
ト
ル
メ
ン
ト

・
パ
タ
ー
ン

(遺
跡

の
分
布
と
地
形
や
生
態

・
自
然
資
源
と
の
関
係
性
)
、
防
御
的
遺
構
、
武
具
、
人
骨
の
殺
傷
痕
、
戦
闘
の
図
像
な
ど
の
有
無
を
通
し
て
判

断
す
る
こ
と
が
で
き
る
。



3

権
力
資
源
と
し
て
の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー

　

イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
は
、

一
定

の
様
式
の
信
仰
、
行
為
、
儀
礼
、
物
質
文
化
を
通
じ
て
、
ど
の
よ
う
に
社
会
や
政
治
組
織
が
成
立
し
て

い
る
の
か
、
権
利
や
義
務
が
な
ぜ
存
在
す
る
の
か
と
い
っ
た
社
会
秩
序

の
コ
ー
ド
を
示
す
と
い
わ
れ
る

[国
巴

Φ
一$
8

一参

一斜
出
。

権
力
の
行
使
を
制
度
化
す
る
基
盤
で
あ
り
根
拠
を
示
す
も
の
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
実
態
は
不
可
視
的
な
面
が
強
く
、
ま
た

社
会
内
部
が

つ
ね
に
同
じ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
で
染
ま

っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
た
め
、
権
力
資
源
と
し
て
は
脆
弱

で
あ
る
。

　

一
般

に
対
象
と
な
る
社
会

の
構
成
員
が
、
首
長
や
支
配
組
織
が
伝
え
よ
う
と
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
従
順
に
受
け
止
め
、
誰
も
が

同
じ
考
え
を
保
有
す
る
よ
う
な
均
質
的
社
会
は
あ
り
え
な
い
。
こ
う
し
た
社
会
の
中
で
、
支
配
組
織

の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
敷
衛
さ
せ

る
た
め

に
は
、
実
践
に
よ

っ
て
繰
り
返
し
体
験
を
共
有
し
、
現
実
を
生
み
出
し
て
い
く
必
要
が
あ
る

[O
こ
αΦ
口ω
H㊤謬
]。
こ
こ
で
は

可
視
化

が
鍵
を
握
る
。

　

イ
デ

オ

ロ
ギ
ー
を
可
視
化
す
る
手
段
は
四
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
一
つ
は
儀
礼
的
イ
ベ
ン
ト
で
あ
る

[U
①ζ
曽霞
巴
ω
ミ
ミ

NOO
呼
ω㎝。。博

・。切出
。
儀
礼
、
饗
宴
、
演
説

へ
の
参
加
を
通
し
て
、
経
験
を
共
有
し
、
し
か
も
そ
れ
を
繰
り
返
し
行
う
こ
と
で
、
支
配
者

の
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
刷
り
込
む
こ
と
が
可
能
に
な
る
。

　
も
う

一
つ
は
象
徴
財
で
あ
る

[【)①ζ
餌「「⇔
一ω　僑、　匙
、・　
bOOO
卜○日　ω
切らーωα
①]。
儀
礼
用
具
、
壁
画
、
浮
き
彫
り
、
偶
像
な
ど
の
形
が
と
ら

れ
、
支
配
者

の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
伝
え
る
手
段
と
な
る
。
ま
た
携
帯
可
能
な
象
徴
財
は
、
遠
隔
地

の
リ
ー
ダ
ー
と
の
依
存

・
同
盟
の
関

係
を
示

す
の
に
効
果
的
で
あ
り
、
ま
た
自
ら
の
社
会
内
部
で
の
流
通
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
上
下
関
係
の
強
化
を
図
る
こ
と
も
で
き

る
。

　
三

つ
目
は
公
共
的
記
念
物

で
あ
る

[U
Φζ
費
邑

ω
ミ
ミ

・。OO
・。"。。切
①葛

Σ
。
こ
れ
に
は
、

マ
ウ
ン
ド
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
、
儀
礼
装
置
、

巨
大
な
建
物
、
政
治
セ
ン
タ
ー
、
防
御
構
造
物
な
ど
が
含
ま
れ
る
。
特

に
記
念
碑
的
建
造
物
は
、
地
理
的
に
広
範
囲
の
人
び
と
を
教
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図2　 権 力 資 源 の 相互 関係([Earle　 1997]Fig.6.1を 一部 改変)

化
し
、

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
支
配
者
の
宣
伝
を
浸
透
さ
せ
る
た
め
の
高

い
視
覚
効
果

が
期
待
で
き
る
。
し
か
し
、
そ
の
建
設
に
は
、
労
働
力
と
材
料
が
必
要

で
あ
り
、
計

画
、
管
理
体
制
、
労
働
力

の
組
織
化
も
不
可
欠
で
あ
る
。
ま
た
そ
の
規
模
や
不
動
性

ゆ
え
に
、
急
激
な
価
値
の
変
動
を
受
け
る
こ
と
は
少
な
く
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
伝
達
装

置
と
し
て
は
恒
久
性
が
高

い
。

　
四

つ
目
は
文
字
シ
ス
テ
ム
で
あ
る

[U
Φ竃
9嘆
p。
δ
ミ

ミ
.
N8
b。"
ω
㎝メ
。。α。。]。
石
碑

や
記
念
碑

に
刻
ま
れ
た
文
字
、
法
令
、
神
話
、
物
語
な
ど
の
文
書
な
ど
は
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
直
接
伝
え
る
手
段
と
し
て
は
有
効
で
あ
る
。
読
み
書
き
の
技
術
、
文
字
を

扱
う
専
門
家
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
権
力
の
基
盤
と
な
ろ
う
。
し
か
し
古
代
ア
ン
デ
ス

文
明
で
は
文
字
が
存
在
し
な
か
っ
た
の
で
、
こ
の
第
四
点
は
本
論

の
考
察
か
ら
は
ず

す
。

　

い
ず
れ
に
せ
よ
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
可
視
化
す
る
装
置
に
関
わ
る
技
術
、
生
産
、
流

通
、
消
費
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
こ
と
が
権
力
の
掌
握
に
つ
な
が
る
と
考
え
ら
れ
る
。

4

権
力
資
源
の
相
互
関
係

　
さ
て
以
上
の
三
つ
の
権
力
資
源
は
、
ど
れ
が
重
要
で
あ
る
と
は

一
概
に
い
え
ず
、

単
独
で
は
用
は
な
さ
な
い
。
密
接
に
絡
み
合

い
、
相
互
依
存
的
な
関
係
を
持

つ
。
た

と
え
ば
権
力
の
拡
大
過
程
に
お
け
る
相
互
関
係
を
示
し
て
み
よ
う

(図
2
)
。
経
済

の
余
剰
は
、
軍
人
組
織

(軍
隊
)
を
支
え
、
戦
争
の
拡
大
を
促
す
。

一
方
で
軍
事
的
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拡
大
は
、
土
地
の
確
保
、
生
産
物
や
労
働
力
、
交
易

ル
ー
ト
の
確
保
な
ど
経
済
面
に
お
け
る
発
展
を
刺
激
す
る
。
そ
し
て
戦
争
は
、

こ
う
し

た
経
済
的
利
益
を
外
敵
か
ら
守
る
役
割
を
持

つ
。

　
ま
た
経
済
力
は
、
宗
教
的
建
造
物
の
建
設
や
儀
礼

の
執
行
を
促
し
、
逆
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
は
、
所
有
権
、
ア
ク
セ
ス
権
、
社
会
階

層
の
存
在
理
由

の
表
明
を
通
し
て
経
済
を
構
造
化
し
、
正
当
化
す
る
。
そ
し
て
軍
事
は
、
実
際
に
宗
教
建
造
物
を
外
敵
か
ら
守
り
、

一
方
で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
は
、
武
具
を
威
信
財
や
儀
礼
用
具
と
し
て
組
み
込
こ
と
を
通
し
て
、
軍
事
面
を
正
当
化
し
て
い
く
。

　

い
ず

れ
に
せ
よ
、
個
々
の
社
会
の
支
配
者
の
政
治
的
な
成
功
、
す
な
わ
ち
権
力

の
獲
得
は
、
こ
れ
ら
権
力
資
源

へ
の
ア
ク
セ
ス
を

い
か
に
限
定
す
る
か
に
か
か

っ
て
い
る

[国
9同一①　一㊤
り刈…　
卜OOωー
トOOOO
]。
し
か
も
、
権
力
資
源
の
組

み
合
わ
せ
や
統
御
さ
れ
て
い
く
様
相

は
、
社
会
に
よ

っ
て
異
な
る
。
し
か
し
、
権
力
資
源
の
統
御
の
容
易
さ
の
点
に
お
い
て
は
、
可
視
的
な
物
資
や
技
術
を
対
象

に
す
る

こ
と
が
多

い
経
済
力
が
卓
越
し
て
い
る
。
し
か
も
経
済
は
、
元
来
、
人
間
の
組
織
を
基
礎
に
生
じ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
生
産
や
技

術

の
統
御
そ
の
も
の
が
、
人
び
と
、
あ
る
い
は
組
織
の
直
接
的
な
統
御
と
直
結
す
る
。
こ
の
点
で
、
経
済
の
統
御

に
比
重
が
置
か
れ

る
な
ら
ば
、
よ
り
中
央
集
権
的
な
組
織
形
成
が
可
能
に
な
る
と
い
う
見
通
し
は
立

つ
。

　
そ
こ

で
上
記

の
権
力
資
源

の
操
作
の
実
態
を
、
筆
者
が
調
査
に
携
わ

っ
て
き
た
ペ
ル
ー
北
高
地
カ

ハ
マ
ル
カ
盆
地
の
デ
ー
タ
を
も

と
に
明
ら
か
に
し
、
生
態
資
源
の
利
用
を
め
ぐ
る
研
究
に
新
し
い
地
平
を
拓
い
て
み
た
い
。

五
　

ペ
ル
ー
北
高
地

の
形
成
期
社
会

の
変
化
と
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
利
用
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カ

ハ
マ
ル
カ
盆
地
は
北
東
か
ら
南
西
方
向
に
細
長
く
の
び
、
底
部
の
高
度
は
二
七
〇
〇
～

二
八
〇
〇
メ
ー
ト
ル
で
あ
る

(図
3
)。　
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2

現
在
は
酪
農
地
帯
で
あ
る
が
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
根
裁
類
な
ど
の
耕
作
も
認
め
ら
れ
る
。
盆
地
底
部

に
位
置
す
る
ワ
カ

ロ
マ
遺
跡

で



カハ マル カ盆地 の主 な形成期遺跡(コ リソルゴナ、 セ ロ ・ロンキー ヨ、

アグア ・タパーダはライソン遺跡 とともに形成期末期 の山上遺跡)

図3

の
集
中
発
掘

の
結
果
、
こ
の
地
方
の
形
成
期

は
、
前
期
ワ
カ

ロ
マ
期

(前

一
五
〇
〇
～
前

一
〇
〇
〇
年
)、
後

期
ワ
カ
ロ
マ

期

(前

一
〇
〇
〇
～
前
五
五
〇
年
)、
E
L
期

(前
五
五
〇
～
前

二
五
〇
年
)、
ラ
イ
ソ
ン
期

(前
二
五
〇
～
前
五
〇
年
)
の
四

時
期
に
細
分
さ
れ
た

胃
Φ
轟
畠

俸

0
2
匹

お
。。
・。"
一㊤。。押

加

藤

・
関
　

一
九
九
八
]
。
次
に
権
力
の
発
生
と
権
力
資
源

の
操

作
の
様
相
を
時
代
順
に
追
う
こ
と
に
す
る
。

1

前
期
ワ
カ
ロ
マ
期
に
お
け
る
権
力

の
様
相

　
ま
ず
前
期
ワ
カ
ロ
マ
期
は
、
中
央
ア
ン
デ

ス
地
帯

で
最
初

の
土
器
が
登
場
し
た
時
期
に
あ
た
る
。
薄

い
器
壁
を
持
ち
、

彩
色
も
限
ら
れ
た
粗
製
土
器
が
製
作
さ
れ
た
。
盆
地
内
に
は

大
型
の
公
共
建
造
物
は
見
あ
た
ら
ず
、
泥
壁

で
で
き
た
多
数

の
小
型
の
部
屋
が
ワ
カ
ロ
マ
で
確
認
さ
れ
て

い
る
。
ま
た
盆

地
で
は
、
同
時
期
の
遺
跡
は
散
在
し
て
お
り
、
地
域
ご
と
の

ま
と
ま
り
も
認
め
ら
れ
な
い
。

　
経
済
面
で
い
え
ば
、
主
要
生
産
物
財
政
に
関
わ
る
資
料
が

少
な

い
。
遺
跡
の
立
地
は
、
ワ
カ
ロ
マ
を
除

け
ば
、
ほ
と
ん

ど
が
天
水
農
耕
に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
よ
う

な
場
所
に
あ
る
。

22�ジ ャガ イ モ と トウ モ ロ コ シ



ワカロマ遺跡の祭祀建造物(東 京大学アンデス調査団撮影)写真2

ま
た
潅
概
施
設
も
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
の
点
で
は
、
リ
ー
ダ
ー

の
権
力
操
作
の
痕
跡
が
少
な

い
と
い
え
る
。
富

の
財
政
に
関
し
て
も
、

特
殊
な
遺
物
は
、
チ
リ
イ
ガ
イ

(G
ぎ
§
§
、ミ
婁

らぎ
ミ
G・)

一
点

の

み
で
あ
る
。
海
岸
地
帯
か
ら
も
た
ら
さ
れ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
り
、

祭
祀
に
用
い
ら
れ
た
と
い
う
報
告
は
よ
く
聞
く
が

[国
一Φ「鋤　
一㊤㊤
ら]、

交
易
を
リ
ー
ダ
ー
が
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
し
て
い
た
と
い
う
に
は
心
も
と

な

い
。
軍
事
面
で
の
証
拠
は
、
武
具
の
出
土
や
、
人
骨
の
殺
傷
痕
、

セ
ト
ル
メ
ン
ト

・
パ
タ
ー
ン
を
含
め
て
、
何
も
見
あ
た
ら
な
い
。

　
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
面

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
に
関
わ
る
祭
祀
に
特
化
し
た

遺
構
も
見
出
し
に
く
い
。
た
だ
し
、
祭
祀
自
体
は
行
わ
れ
て
い
た
と

考
え
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ワ
カ
ロ
マ
遺
跡
で
は
、
小
型
の
部
屋
の

床
に
対
照
的
に
配
置
さ
れ
た

一
対

の
炉
、
あ
る
い
は
狭

い
部
屋
な
が

ら
よ
く
焼
け
た
炉
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
こ
う
し
た
空
間
が
日
常
生

活
だ
け
に
特
化
し
た
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
狭

い
部

屋
で
火
を
焚
く
儀
礼
は
、
形
成
期
遺
跡
の
調
査
で
報
告
さ
れ
る
こ
と

が
多

い
の
で
あ
る

[(}「一Φ
αΦ「　鳴、　匙
N・　一㊤OQOQ
]。

　

い
ず
れ
に
し
て
も
、
遺
構
が
小
規
模
で
あ
る
こ
と
を
考
え
れ
ば
、

祭
祀
に
参
加
す
る
集
団
の
単
位
は
小
さ
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ

ろ
う
。
こ
の
よ
う
に
、
前
期
ワ
カ
ロ
マ
期
で
は
、
い
ま
だ
社
会
集
団
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内
部
に
差
異
が
顕
在
化
し
て
お
ら
ず
、
権
力
資
源
の
操
作
の
痕
跡
は
少
な
い
の
で
あ
る
。

2

後
期

ワ
カ
ロ
マ
期
に
お
け
る
権
力

の
様
相

　
カ

ハ
マ
ル
カ
盆
地
で
大
型
の
祭
祀
建
造
物
が
初
め
て
登
場
す
る
の
は
後
期
ワ
カ

ロ
マ
期
で
あ
る
。
ワ
カ
ロ
マ
で
は
、
前
期
ワ
カ
ロ

マ
期

の
建
物
を
埋
め
尽
く
し
、
壁
画
を
伴
う
巨
大
な
基
壇
が
築
か
れ
た

(写
真
2
)。
ま
た
土
器

に
も
壁
画
と
よ
く
似

た
幾
何
学
文

様
や
動
物

の
図
像
が
描
か
れ
た
。
建
造
物
の
周
辺
に
は
住
居
肚
も
発
見
さ
れ
て
い
る
た
め
、
村
落
単
位

の
祭
祀
場
で
あ

っ
た
可
能
性

が
高

い
。
た
だ
し
墓

の
副
葬
品
に
は
差
異
が
見
出
さ
れ
な

い
な
ど
、
権
力
を
操
作
す
る
人
び
と
を
、
特
定

の
階
層
や
支
配
者
集
団
と

し
て
比
定
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
。
形
成
期
の
場
合
、
と
り
あ
え
ず
リ
ー
ダ
ー
と
呼
ぶ
ほ
う
が
懸
命
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず

主
要
生
産
物
財
政
の
状
況
を
見
て
み
よ
う
。
農
具
こ
そ
出
土
し
て
い
な
い
が
、
イ
ン
ゲ
ン
マ
メ
の
遺
存
体
、

植
物
の
加
工
に

用

い
た
可
能
性
の
あ
る
石
臼
や
磨
石
の
存
在
は
、
農
耕
の
発
展
を
示
唆
し
て
い
る
。
し
か
し
、
遺
跡
数
は
増
加
す
る
も
の
の
、
天
水

に
頼
ら
ざ
る
を
え
な
い
斜
面
や
尾
根

に
遺
跡
が
集
中
す
る
た
め
、
集
約
的
な
農
業
の
展
開
は
な
か
っ
た
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。
た

だ
し
、
例
外
的
な
遺
構
と
し
て
、
南
西
部
の
山
中
を
走
る
水
路
ク
ン
ベ
マ
ー
ヨ
に
は
言
及
し
て
お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

　
ク

ン
ベ
マ
ー
ヨ
は
、
カ

ハ
マ
ル
カ
市
の
西
南
二
十
キ
ロ
、
ク
ン
ベ
山
の
麓
の
海
抜
三
五
五
五
メ
ー
ト
ル
に
そ
の
源
を
発
し
、
盆
地

を
見

下
ろ
す
南
西
部
斜
面
を
経

て
、
カ

ハ
マ
ル
カ
盆
地
底
部

に
ま
で
の
び
る
総
延
長
九

・
一
キ

ロ
メ
ー
ト

ル
の
水
路

で
あ
る

[℃
2
9
ω①昌
一㊤。。巴
。
水
路
の

一
部
は
、
岩
や
岩
盤
を
く
り
抜

い
て
作
ら
れ
、
側
壁
に
は
し
ば
し
ば
線
刻
が
施
さ
れ
て

い
る
。
線
刻

に

は
幾
何

学
文
様
、
ネ
コ
科
動
物
の
図
像
が
見
ら
れ
る
こ
と
、
凝
灰
岩
の
岩
盤
を
加
工
す
る
技
術
は
ワ
カ
ロ
マ
と
ほ
ぼ
同
時
期
の
遺
跡

ラ
イ
ソ

ン
で
も
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
後
期
ワ
カ

ロ
マ
期
に
建
設
さ
れ
た
可
能
性
が
高

い
。

　
た
し
か
に
、
こ
の
水
路
沿

い
に
は
、
後
期
ワ
カ

ロ
マ
期

に
あ
た
る
大
規
模
な
祭
祀
遺
跡
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
水
路
を
利

用
し
た
集
約
的
農
業
が
、
支
持
人
口
の
増
大
に
つ
な
が

っ
た
と
解
釈
で
き
な
い
こ
と
も
な
い
。
し
か
し
、
実
際
に
は
水
路
自
体

の
幅
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ワカ ロマ遺跡 出土の後期ワカ ロマ期の土器片(ネ コ科の図像 が見 える)図4

は
狭
く
、
大
規
模
な
潅
概
施
設
と
は
い
え
な

い
の
が
実
情
で
あ
る
。
む
し
ろ
、
線
刻

画
が
示
す
よ
う
に
宗
教
施
設
と
し
て
の
性
格
が
強

い
よ
う
に
み
え
る
。

　
ま
た
農
業
以
外
で
も
主
要
生
産
物
財
政
の
痕
跡
は
あ
る
。
ワ
カ

ロ
マ
遺
跡
で
は
、

織
物
自
体
は
と
も
か
く
、
骨
製
の
針
や
土
製
の
紡
錘
車
が
多
く
出
土
す
る
こ
と
か
ら
、

織
物
製
作
を
リ
ー
ダ
ー
が

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
て
い
た
点
が
推
測
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

さ
ら
に
出
土
す
る
シ
カ
の
骨
の
多
さ
は
、
狩
猟
の
重
要
性
と
リ
ー
ダ

ー
に
よ
る
統
御

の
可
能
性
を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。

一
方
で
、
余
剰
生
産
物
を
備
蓄
す
る
倉
庫
な

ど
の
遺
構
は
見
あ
た
ら
ず
、
主
要
生
産
物
財
政

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
総
じ
て
弱
か
っ

た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
次
に
富

の
財
政
を
み
て
み
よ
う
。
祭
祀
活
動
が
活
発
化
し
た
後
期
ワ
カ
ロ
マ
期
に

は
多
種
多
様

の
精
製
土
器
が
製
作

さ
れ
た

(図
4
)。
壁
画
と
似
た
図
像
が
描
か
れ

た
精
製
土
器
は
、
カ

ハ
マ
ル
カ
盆
地
全
域
に
分
布
す
る
の
で
流
通
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル

は
緩
や
か
で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
近
年

の
調
査

に
よ
り
、
材
料

の
粘
土

の
産
地
は
、
祭
祀
建
造
物
が
集
中
す
る
盆
地
南
西
部
で
あ

っ
た
可
能
性
が
高
ま

っ
て

い
る

[四
方
田
　
二
〇
〇
三
]。
流
通
は
と
も
か
く
、
土
器
製
作
は

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
さ

れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
ま
た
北
海
岸
起
源

の
ク
ピ
ス
ニ
ケ
様
式
の
土
器
や
儀
礼
と
関
係
す
る
海
産

の
チ
リ

イ
ガ
イ
、
あ
る
い
は
土
製
品
、
石
器
、
骨
器
に
お
い
て
も
、

ペ
ン
ダ
ン
ト
、
楽
器
を

想
起
さ
せ
る
円
筒
状
製
品
、
珪
孔
雀
石
の
ビ
ー
ズ
玉
な
ど
数
多
く
の
装
飾
品
が
出
土
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す
る
。

さ
ら
に
織
物
製
作
で
も
触
れ
た
が
、
大
量
に
出
土
す
る
針
や
骨
製
留
め
ピ
ン
の
中

に
は
、
ジ

ャ
ガ
ー
な
ど
の
動
物
の
図
像
が

彫
り
込
ま
れ
た
例
も
あ
り
、
奢
修
品
で
あ

っ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
。
富

の
財
政
面
で
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
活
発
で
あ

っ
た
と
い
え

よ
う
。

　
軍
事

面
で
の
権
力
操
作
を
語
る
証
拠
は
な
い
が
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関
わ
る
証
拠
は
大
量
に
存
在
す
る
。
ワ
カ
ロ

マ
遺
跡
で
巨
大

な
祭
祀

建
造
物
が
登
場
す
る
点
は
触
れ
た
。
広
場
を
伴

っ
て
お
り
、
そ
の
空
間
に
収
容
で
き
る
人
数
は
か
な
り
多
く
、
前
期
ワ
カ

ロ

マ
の
祭

祀
を
支
え
て
い
た
集
団

の
大
き
さ
と
比
べ
る
と
、
格
段
の
差
が
あ
る
。
動
物
や
幾
何
学
文
様

で
飾
ら
れ
た
壁
画
の
存
在
は
、

よ
り
多
く
の
集
団
に
対
し
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
伝
達
す
る
た
め
の
装
置
と
位
置
づ
け
ら
れ
よ
う
。
ま
た
、
祭
祀
建
造
物
が

一
度

に
築

か
れ
た

の
で
は
な
く
、
三
回
の
更
新
活
動
の
結
果
、
巨
大
化
し
て
い
る
点
は
重
要
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
祭
祀
建
造
物
の
更
新
過
程
で
は
、
壁
画
や
土
器
な
ど
が

い
っ
た
ん
壊
さ
れ
て
は
作
り
直
さ
れ
て
い
る
。
再
生
さ
れ
た
図

像
は
基
本
的
に
更
新
前
の
も
の
と
同
じ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
新
た
な
擁
壁
の
建
設
に
際
し
て
、
裏
込
め
部
分
に
簡
易

の
作
業
用
仕
切

壁
が
設
け
ら
れ
て
い
る
点
も
確
認
さ
れ
て
い
る
。
更
新

の
際
、
集
団
ご
と
に
作
業
が
分
担
さ
れ
て
い
た
可
能
性
が
あ

る
わ
け
だ
。

　
す
な
わ
ち
後
期
ワ
カ
ロ
マ
期
の
社
会
で
は
、
祭
祀
建
造
物

の
更
新
作
業
の
た
び
に
労
働
力
の
統
率
が
必
要
と
な

っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
壁
画

の
再
生
に
は
、
熟
達
し
た
専
門
家
の
技
術
が
必
要
に
な

っ
た
こ
と
す
ら
推
測
さ
せ
る
。

い
わ
ば
祭
祀
建

造
物
を
繰
り
返
し
更
新
す
る
こ
と
で
、
労
働
力
や
技
術

(者
)
を
結
集
さ
せ
、
伝
達
す
る
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
強
化
が
図
ら
れ
た
の
で

あ
る
。

さ
ら
に
建
造
物
の
ほ
か
に
も
ク
ン
ベ
マ
ー
ヨ
水
路
が
あ
る
。
側
壁
に
見
ら
れ
る
線
刻
か
ら
は
、
水
に
関
わ
る
儀
礼
と
の
関
連

性
が
指
摘
さ
れ
、
ま
た
水
路

の
建
設
と
維
持
活
動
に
は
か
な
り
の
労
働
力
が
必
要
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
イ
デ

オ
ロ
ギ
ー
の
可
視
化
を
担
う
象
徴
財
と
し
て
は
、
土
器
も
重
要
で
あ
ろ
う
。
土
器
に
は
、
壁
画
同
様

に
、
刻
線
や
彩
色

で
ネ

コ
科
動
物
、

ヘ
ビ
、
猛
禽
類
が
描
か
れ
た
。
こ
う
し
た
土
器
の
製
作
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
た
可
能
性
は
す
で
に
指
摘
し
て
き

た
。
ま

た
わ
ず
か
に
出
土
す
る
北
海
岸
起
源
の
ク
ピ
ス
ニ
ケ
様
式
の
土
器
は
、
山
地
の
リ
ー
ダ
ー
た
ち
の
権
威
を
高

め
る
こ
と
に
役
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立

っ
た

の
か
も
し
れ
な
い
。

　

一
方

で
、
祭
祀
建
造
物
で
行
わ
れ
て
い
た
儀
礼
に
つ
い
て
は
、
ほ
と
ん
ど
わ
か

っ
て
い
な

い
。
し
か
し
後
期

ワ
カ

ロ
マ
期

の
場
合
、

更
新
活
動
の
結
果
、
高
さ
以
上

に
基
壇
上
の
面
積
が
増
加
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
祭
祀
活
動
が
以
前
よ
り
も
活
発
化
し
、
リ
ー
ダ
ー

た
ち
の
役
割
が
増
大
し
た
こ
と
は
確
か
で
あ
ろ
う
。

　
こ
の
よ
う
に
、
後
期
ワ
カ
ロ
マ
期
の
リ
ー
ダ
ー
は
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
面
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
重
視
し
、
軍
事
面

に
関
心
を
向
け
る
こ

と
は
な

か
っ
た
。
経
済
面
で
は
、
水
路
建
設
な
ど
生
産
手
段

へ
投
資
が
な
さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
と
り
わ
け
祭
祀
と
関
わ
る
富

の
財
政
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

3

E

L
期
に
お
け
る
権
力

の
様
相

　
形
成
期
後
期
に
あ
た
る
E
L
期
の
ワ
カ
ロ
マ
遺
跡
で
は
、
基
壇
構
造

の
大
半
は
破
壊
さ
れ
、
祭
祀
活
動
が
低
下
す
る
。
土
器
は
多

様
性
に
欠
け
、
動
物
表
象
は
失
わ
れ
、
装
飾
も
減
る
。

　
主
要
生
産
物
財
政
に
関
わ
る
デ
ー
タ
は
、
ほ
と
ん
ど
な
い
。
ク
ン
ベ
マ
ー
ヨ
水
路

に
つ
い
て
は
、
そ
の
周
辺
に
遺
跡
が
集
中
す
る

こ
と
か
ら
、
引
き
続
き
利
用
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
ま
た
粘
土
採
取
も
引
き
続
き
重
要
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
農

業
生
産
性
の
向
上
を
示
す
証
拠
は
希
薄
な
の
で
あ
る
。

　

一
方

で
生
業
面
で
の
変
化

の
兆
し
も
若
干
見
え
る
。
動
物
飼
育
で
あ
る
。
E
L
期

に
な
る
と
、
出
土
す
る
ラ
ク
ダ
科
動
物
と
シ
カ

科
動
物

の
割
合
が
拮
抗
す
る
よ
う
に
な
る
。

一
般
に
ラ
ク
ダ
科
動
物
は
、
高
地
で
の
飼
育
に
適
し
て
い
る
た
め
、
盆
地
周
辺
の
山
上

に
お
け

る
牧
畜

の
開
始
が
示
唆
さ
れ
る
が
、
遺
跡
の
分
布

に
特
に
変
化
は
な

い
。
ま
た
獣
毛
の
利
用
に
つ
い
て
も
、
針
や

ヘ
ラ
な
ど

織
物
製
作
に
関
わ
る
遺
物
の
出
土
が
減
る
と
い
う
ワ
カ
ロ
マ
遺
跡
の
報
告
か
ら
は
、
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
の
強
化
を
検
出
す
る
こ
と
も
で

き
な
い
。
さ
ら
に
盆
地
外
か
ら
の
交
易
品
が
、
前
代
と
比
べ
て
も
格
段
と
少
な

い
こ
と
か
ら
見
て
も
、
ワ
カ
ロ
マ
地
域
で
暮
ら
す
集
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団
の
規
模
が
減
少
し
、
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
は
弱
体
化
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
軍
事
面
の
証
拠
は
あ
い
か
わ
ら
ず
目
立
た
な
い
。
遺
跡
の
立
地
は
前
代
と
変
わ
ら
ず
、
ま
た
城
塞
型

の
遺
跡
や
武

具
も
検
出
で
き

な

い
た
め
、
総
じ
て
軍
事
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
は
な
か

っ
た
と
考
え
る
ほ
う
が
よ
い
。

　
最
後
に
な
る
が
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
面
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
も
明
ら
か
に
弱
体
化
し
て
い
る
。
大
規
模
な
祭
祀
建
造
物
自
体
が
放
棄
さ

れ
、
壁
画
も
消
え
た
点
は
、
恒
久
的
な
祭
祀
建
造
物
と
い
う
可
視
的
媒
体
を
介
し
た
従
来
型
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
操
作

が
衰
退
し
た
こ

と
を
示
す
。

こ
れ
は
伝
達
装
置
ば
か
り
か
、
祭
祀
建
造
物
の
更
新
と
い
う
点
か
ら
す
る
な
ら
ば
、
建
設
に
関
わ
る
労
働
力
の
統
制
、

集
団

の
組
織
化
と
い
う
機
会
を
失

っ
た
こ
と
に
な
り
、
リ
ー
ダ
ー
の
権
力
は
間
違

い
な
く
弱
体
化
し
て
い
る
。
ま
た
象
徴
財
と
し
て

の
土
器
に
お
い
て
も
、
前
代
の
様
式
が
踏
襲
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
、
具
象
的
な
図
像
が
消
失
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
あ
る
種
の
タ

イ
プ

の
土
器

に
つ
い
て
は
、
盆
地
外
で
活
発
な
祭
祀
活
動
を
展
開
し
て
い
た
ク
ン
ト
ゥ
ル

・
ワ
シ
遺
跡
よ
り
出
土
す

る
も
の
と
共
通

性
が
高
く
、
交
流
が
行
わ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
盆
地

に
お
け
る
社
会
発
展
の
停
滞
か
ら
判
断
す
る
な
ら
ば
、
む
し

ろ
カ

ハ
マ
ル
カ

盆
地

の
社
会
は
、
盆
地
外
に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
を
求
め
、
リ
ー
ダ
ー
は
、
こ
れ
に
依
存
し
て
い
た
と
も
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

4

ラ
イ
ソ
ン
期
に
お
け
る
権
力
の
様
相

　
形
成
期
最
後

の
ラ
イ
ソ
ン
期
に
な
る
と
、

ワ
カ
ロ
マ
遺
跡
の
公
共
的
な
性
格
は
全
く
失
わ
れ
、
居
住
空
間

へ
と
変
貌
す
る
。
代
わ

っ
て
、
公
共
的
な
性
格
の
建
物
は
、
盆
地
を
見
下
ろ
す
南
西
側
の
山
頂

に
集
中
す
る
よ
う
に
な
る
。
こ
の
時
期
を
命
名
す
る
も
と
と

な

っ
た
ラ
イ
ソ
ン
遺
跡
も
そ
の

一
つ
で
あ
る
。

　
ま
ず

経
済
的
側
面
に
注
目
し
て
み
よ
う
。
ラ
イ
ソ
ン
期
に
は
主
要
生
産
物
財
政
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て
い
る
。

ラ
ク
ダ
科
動
物

が
出

土
獣
骨
の
大
半
を
占
め
る
よ
う
に
な
り
、

こ
の
動
物
の
飼
育
に
適
し
た
高
所
に
位
置
す
る
遺
跡

の
数
も
急
増
す

る
の
で
あ
る
。

し
か
も
、
大
規
模
な
基
壇
建
築
が
尾
根
上
に
集
中
す
る
点
は
、
ラ
ク
ダ
科
動
物
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
と
関
連
す
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
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図5　 ワカロマ遺跡 における土器の器形の時代的変化

た
、
ワ
カ

ロ
マ
遺
跡

で
は
高
所
で
栽
培
さ
れ
る
キ
ヌ
ア
ら
し

き
花
粉
が
得
ら
れ
て
お
り
、
出
土
こ
そ
し
て
は
い
な

い
が
、

高
地
性
の
根
裁
類
も
、
牧
民
集
団
の
生
活
を
支
え
る
重
要
な

役
割
を
担

っ
て
い
た
可
能
性
は
高
い
。

　
ラ
ク
ダ
科
動
物
以
上
に
注
目
し
た
い
の
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

の
遺
存
体
の
出
土
で
あ
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
消
費
に
関
し

て
は
、
科
学
分
析
に
よ
り
、
E
L
期
に
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
が

わ
か
っ
て
い
る
。
問
題
は
、
こ
の
利
用
が
酒
で
あ

っ
た
か
ど

う
か
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
援
用
で
き
る

研
究
が
あ
る
。

　
時
代
は
や
や
下
る
が
、
ペ
ル
ー
中
央
高
地
の
マ
ン
タ
ー
ロ

盆
地
で
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
利
用
変
化
を
追
究
し
た
事
例
が
あ

る

冨

9
ω8
猟

俸

一〇
冨
弓
ΦωωΦ昌
一㊤㊤
ω]。

マ
ン
タ
ー

ロ
盆
地

の
調
査

で
は
、
地
方
発
展
期
の
ワ
ク
ラ
プ

ッ
キ
オ
期

(後
四

五
〇
～
九
〇
〇
年
)、
ワ
リ
文
化
並
行
期
で
あ
る
ワ
ン
カ
ー
期

(後
九
〇
〇
～

=
二
〇
〇
年
)、
地
方
王
国
期

の
ワ
ン
カ
H
期

(後

=
二
〇
〇
～

一
四
三
〇
年
)、
そ
し
て
イ
ン
カ
期
に
あ
た

る
ワ
ン
カ
m
期

(後

一
四
三
〇
～

一
五
三
二
年
)
と
い
う
編
年

が
確
立
さ
れ
て
い
る
。
特

に
ワ
ン
カ
m
期
以
降
で
ト
ウ
モ
ロ
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コ
シ
の
利
用
が
高
ま
る
こ
と
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　

こ
こ
で
興
味
深

い
の
は
、
ワ
ン
カ
Ⅱ
期
に
つ
い
て
で
あ
る
。
こ
の
時
期
に
は
、
遺
存
体

の
出
土
数
が
減
少
す
る
の
だ
が
、
科
学
分

析
の
結

果
は
、
引
き
続
き
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
利
用
が
行
わ
れ
た
こ
と
が
示
唆
さ
れ
る
と
い
う
。
同
時
に
殻
粒
が
増
大

し
、
そ
れ
に
伴

い
殻
粒

の
列
も
減
少
し
て
い
る
。
こ
れ
は
醸
造
酒
チ
チ
ャ
用
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
導
入
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
こ
の
変
化
と

並
行

し
て
、
チ
チ

ャ
製
造
過
程
で
必
要
な
石
製
磨
砕
旦
ハや
大
型
の
広
口
の
壷
や
短
頸
壷
が
増
加
し
て
い
る
。
こ
れ
ら

は
、
現
在
ペ
ル

ー
各
地

で
観
察
で
き
る
チ
チ
ャ
の
製
造
過
程
で
用

い
ら
れ
る
も
の
と

一
致
し
て
い
る
。

　
じ

つ
は
、
ワ
カ

ロ
マ
遺
跡
の
ラ
イ
ソ
ン
期
で
も
同
様

の
短
頸
壷
や
広
口
壷
な
ど
が
増
加
し
て
い
る

(図
5
)。

マ
ン
タ
ー
ロ
ほ
ど

緻
密
な
デ
ー
タ
は
な

い
が
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
増
加
と
土
器
の
器
形
変
化
と
が
連
動
し
、
酒

の
利
用
を
示
唆
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

で
は
チ

チ
ャ
は
ど
の
よ
う
な
脈
絡
で
操
作
さ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
ラ
イ

ソ
ン
期
に
は
、
盆
地
を
望
む
尾
根

に
大
規
模
な
建
造
物
が
築
か
れ
た
。
既
述
し
た
よ
う

に
、
南
西
の
尾
根
に
は
、
土
器
製
作

用
粘
土

や
混
和
材
の
産
出
地
が
あ
り
、
ク
ン
ベ
マ
ー
ヨ
水
路
も
流
れ
る
。
ラ
イ
ソ
ン
期
に
お
い
て
も
、
土
器
製
作
や
多
少

の
農
業
の

コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が
行
わ
れ
た
可
能
性
は
あ
る
。
土
器
自
体
が
チ
チ
ャ
酒
の
製
造
に
関
係
し
た
と
想
定
す
る
な
ら
ば
、

こ
の
見
方
は
不

当
と
は

い
え
な
い
だ
ろ
う
。

　
さ
ら

に
盆
地
南
東
部
で
は
、
複
数
の
円
形
構
造
物
を
伴
う
基
壇
建
築
が
近
年
報
告
さ
れ
て
い
る
。
未
発
掘
で
は
あ

る
が
、
倉
庫
の

可
能
性

は
否
定
で
き
な

い
。
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
物
資
の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
始
ま

っ
た
可
能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

一
方

で
、
富

の
財
政

に
お
け

る
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
は
、
反
対
に
弱
体
化
が
う
か
が
わ
れ
る
。
長
距
離
交
易
を
想
起
さ
せ
る
よ
う
な
遺
物

の
出
土
は
希
な
の
で

あ
る
。

　
軍
事

に
関
し
て
は
、
よ
う
や
く
証
拠
が
出
て
く
る
。
第

一
に
遺
跡
の
分
布
で
あ
る
。
尾
根
な
ど
、
防
御
や
攻
撃
上
重
要
な
場
所
に

遺
跡
が
分
布
し
、
社
会
的
緊
張

の
高
ま
り
が
示
唆
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
特

に
海
岸
や
隣
接
す
る
谷
間

に
抜
け
る
南
西
部
と
南
東
部
の
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尾
根

に
遺
跡
が
集
中
す
る
点
は
、
外
部
の
集
団
を
意
識
し
た
配
置
と
い
え
よ
う
。
こ
の
点
は
、
ラ
イ
ソ
ン
遺
跡

に
お
け
る
建
築
軸
の

変
化
と
も
連
動
す
る
。

　

こ
れ

ま
で
述

べ
て
こ
な
か

っ
た
が
、
ラ
イ
ソ
ン
遺
跡
は
、
ラ
イ
ソ
ン
期
だ
け
で
は
な
く
、
そ
れ
以
前
の
後
期
ワ
カ

ロ
マ
期

に
も
利

用
さ
れ

て
い
た
。
後
期
ワ
カ
ロ
マ
期
の
祭
祀
建
造
物
は
、
尾
根
の
西
側
を
正
面
と
し
て
築
か
れ
た
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
る
。

お
そ
ら

く
盆
地
底
部

へ
と
通
じ
る
西
側
の
涸
れ
谷
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。
下
り
た
先
の
盆
地
底
部
に
は
ワ
カ

ロ
マ
な
ど
祭
祀
建
造

物
と
そ

の
周
辺
で
暮
ら
す
集
団
が
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
ラ
イ
ソ
ン
は
、
水
や
粘
土
を
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
の

と
同
時

に
、
盆
地
底
部
の
社
会
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
上
、
密
接
な
関
係
を
結
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　
と
こ
ろ
が
ラ
イ
ソ
ン
期
に
入
る
と
、
西
斜
面
は
放
棄
さ
れ
、
建
物

の
中
心
軸
が
南
北
に
変
化
す
る
。
ラ
イ
ソ
ン
遺
跡

の
南
側
に
は
、

山
を
超

え
て
海
岸
地
帯

へ
と
向
か
う
古
道
が
存
在
し
、
現
代
の
住
民
も
こ
の
道
を
利
用
し
て
い
る
。
そ
の
点
か
ら
す
れ
ば
、
中
心
軸

の
変
化

は
、
盆
地
内
部
か
ら
外
部

へ
の
関
心
の
転
換
、
あ
る

い
は
盆
地
外
の
社
会
と
の
緊
張
関
係
を
示
す
も
の
と

い
え
よ
う
。
ま
た

武
旦
ハで
あ
る
棍
棒
頭
や
投
石
用
の
石
が
ワ
カ

ロ
マ
、
ラ
イ
ソ
ン
双
方

か
ら
出
土
し
て
い
る
こ
と
も
闘
争
の
存
在
を
示
唆
し
て
い
る
。

　
最
後

に
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
面
を
考
察
し
て
み
よ
う
。
ラ
イ
ソ
ン
期

の
大
規
模
建
造
物
は
、
立
地
な
ど
か
ら
軍
事
的
性
格
が
強
い
よ
う

に
み
え
る
。
し
か
し
祭
祀
性
が
な

い
わ
け
で
は
な
い
。
中
央
基
壇

の
頂
上
部
や
そ
の
基
壇
が
載

る
テ
ラ
ス
で
は
、
円
形
構
造
物
、
基

壇
、
複
雑
な
構
造
の
炉
が
検
出
さ
れ
、
石
偶
、
磨
製
石
板
、
水
晶
な
ど
特
殊
な
遺
物
が
出
土
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
な
お
中
央
基
壇

は
、
整
然
と
積
み
上
げ
ら
れ
た
石
と
土
な
ど
の
充
填
材
よ
り
な
り
、
建
設
の
計
画
性
や
労
働

の
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　
し
か
し
後
期
ワ
カ
ロ
マ
期
と
は
大
き
な
違
い
が
存
在
す
る
。
建
物
の
壁
面
を
飾
る
動
物

の
図
像
が
姿
を
消
す
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

土
器
に
も
あ
て
は
ま
る
。
幾
何
学
文
様
が
主
体
と
な
る
な
ど
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
を
伝
達
す
る
た
め
の
手
段
に
大
き
な
変
化
が
生
じ
て

い
る
の
で
あ
る
。
代
わ

っ
て
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面
に
お
け
る
主
役
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
酒
に
移

っ
た
可
能
性
に
つ
い
て
は
、
前
に
触
れ

た
と
お
り
で
あ
る
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
酒
の
利
用
に
つ
い
て
は
、
さ
ら
に
検
証
を
重
ね
る
必
要
が
あ
る
が
、
軍
事
面
の
証
拠
が
示
す
よ
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う
に
、
緊
張
関
係
に
あ
る
集
団
間
の
融
和
や
社
会
内
部
の
不
平
等
を
甘
受
さ
せ
る
た
め
に
、
酒
が
振
る
舞
わ
れ
、
酒

に
関
す
る
儀
礼

が
行
わ
れ
た
と
考
え
る
こ
と
は
さ
ほ
ど
不
合
理
と
は
い
え
ま

い
。

　
し
か
し
、
形
成
期
末
期
と
い
う
言
葉
が
語
る
よ
う
に
、
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
こ
の
新
た
な
権
力
資
源
の
操
作
方
法
は
、
経
済
、
軍
事

を
含
め
、
不
消
化
に
終
わ
る
よ
う
で
あ
る
。
ラ
イ
ソ
ン
遺
跡
で
は
、
同
じ
ラ
イ
ソ
ン
期
内
で
、
大
規
模
な
建
造
物
は
機
能
を
停
止
し
、

権
力
の
様
相
は
混
沌
と
化
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。

六
　
権
力
資
源

の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
複
合
社
会

の
成
立

　
さ
て
こ
れ
ま
で
中
央
ア
ン
デ
ス
地
帯
北
部
地
域
で
の
発
掘
デ
ー
タ
を
中
心
に
、
当
時
の
社
会

の
リ
ー
ダ
ー
ら
が
、

ど
の
よ
う
に
権

力
資
源
を
利
用
し
、
社
会

の
集
権
化
を
図
ろ
う
と
し
て
き
た
の
か
を
見
て
き
た
。
そ
こ
で
注
目
し
た
の
が
、
経
済
、

軍
事
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
と
い
う
三

つ
の
権
力
資
源
で
あ
り
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う

に
組

み
合
わ
せ
て
権
力
を
掌
握
し
よ
う
と
試

み
た
の
か
と
い
う
視
点

で
デ
ー
タ
を
解
釈
し
て
き
た
。
総
じ
て
見
る
と
、
カ

ハ
マ
ル
カ
盆
地

の
形
成
期
社
会
で
は
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
発
達
は

限
定
的

で
、
階
層
を
示
す
証
拠
も
少
な
い
。
主
要
生
産
物
財
政
は
形
成
期
全
期
間
を
通
じ
て
未
発
達
で
あ
る
も
の
の
、
形
成
期
末
期

(ラ
イ
ソ
ン
期
)
で
は
、
ラ
ク
ダ
科
動
物
や
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
対
す
る
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
本
格
化
す
る
。

一
方

で
、
富

の
財
政
に
関
わ

る
証
拠

は
、
特

に
祭
祀
活
動
が
活
発
化
す
る
後
期
ワ
カ

ロ
マ
期
で
確
認
さ
れ
、
主
要
生
産
物
財
政
で
の
変
化
が
認
め
ら
れ
る
形
成
期

末
期
で
は
衰
退
し
て
い
る
。

　
軍
事

に
関
す
る
証
拠
は
、
形
成
期
末
期
を
除
け
ば
希
薄
で
あ

っ
た
。
土
地
の
所
有
と
結
び

つ
く
主
要
生
産
物
財
政

の
未
発
達
は
社

会
的
緊
張
を
誘
発
し
な
か

っ
た
の
だ
ろ
う
。
事
実
、
主
要
生
産
物
財
政
に
変
化
が
認
め
ら
れ
る
形
成
期
末
期

に
軍
事
面

の
萌
芽
が
認
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め
ら
れ

る
の
は
こ
の
見
方
を
裏
づ
け
る
も
の
で
あ
る
。

　

一
方

で
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
面

に
は
目
立

つ
も
の
あ
る
。
後
期
ワ
カ
ロ
マ
期
で
は
、
巨
大
な
祭
祀
建
造
物
が
築
か
れ
、
更
新
さ
れ
、
儀

礼
も
活
発
に
行
わ
れ
た
。

い
わ
ば
主
要
生
産
物
財
政
の
未
発
達
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
対
す
る

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
投
与

や
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
が
進
行
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
同
じ
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
で
も
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
に
関

連
し
た
富
の
財
政
が
増
殖
す
る
傾
向
を
示
し
て
い
る
の
は
理
解
し
や
す
い
。

　

こ
う

し
た
富

の
財
政
や
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
に
関
わ
る
権
力
資
源
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
が

一
時
期
隆
盛
を
極
め
、
や
が
て
こ
れ
が
形
成
期

末
期
に
衰
退
す
る
。
複
雑
な
図
像
の
消
失
な
ど
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
可
視
化
を
担
う
従
来
の
装
置
が
放
棄
さ
れ
、
軍
事
の
証
拠
が
現

れ
る
。

ち
ょ
う
ど
こ
の
頃
に
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
農
耕
や
ラ
ク
ダ
科
動
物

の
飼
育
と
い
っ
た
新
た
な
生
業
が
顕
在
化
し
、
ポ
リ
テ
ィ
カ

ル

・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
中
で
も
、
主
要
生
産
物
財
政
面
で
新
た
な
局
面
を
迎
え
る
。
特
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
酒
を
用
い
た
儀
礼
が
導
入

さ
れ
、
経
済
面
と
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
結
合
が
図
ら
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
可
能
性
が
高

い
。
ア
ン
デ
ス
で
は
、
酒
が
社
会

の
不
平
等

性
を
固
定
す
る
よ
う
な
儀
礼
や
再
分
配
と
関
連
し
て
き
た
こ
と
を
考
え
る
と
、
社
会
統
合
や
集
団
間
の
緊
張
関
係
の
緩
和

に
結
び

つ

い
た
と
す
る
こ
と
も
的
外
れ
と
は
い
え
な
い
。

　
あ
る
意
味

で
、
こ
れ
ま
で
関
連
し
て
こ
な
か
っ
た
主
要
生
産
物
財
政
と
戦
争
、
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
と
の
結
び

つ
き
が
始
ま
り
、
リ
ー

ダ

ー
た
ち
が
よ
り
複
合
的

に
権
力
資
源
を

コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
よ
う
と
試
み
た
と
い
え
よ
う
。

こ
う
し
た
権
力
資
源
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル

を
媒
介

し
た
生
態
資
源
が
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ

っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
こ
の
権
力
資
源
利
用
の
組
み
換
え
は
、
順
調
と
は
い
え
ず
、
や
が
て
形
成
期
社
会
は
終
焉
を
迎
え
る
。
お
そ
ら

く
、
後

に
ア
ン
デ
ス
で
重
要
に
な

っ
て
い
く
酒
が
登
場
し
た
も
の
の
、
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
可
視
化
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
点

が
問
題

で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
。
事
実
、
続
く
地
方
発
展
期
の
モ
チ

ェ
で
は
、
酒
を
儀
礼

に
用
い
な
が
ら
も
、
図
像
を
伴
う
土
器
や
建

造
物
な
ど
再
び
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
の
可
視
化
に
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
ぎ
、
国
家
規
模
の
複
合
社
会
を
成
立
さ
せ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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以
上
、
考
察
し
て
き
た
よ
う

に
、
古
代
社
会

に
お
け
る
権
力
の
様
相
を
解
明
す
る
た
め
に
は
、
単

に
経
済
、
軍
事
、
イ
デ
オ
ロ
ギ

ー
と

い
う
各
側
面
だ
け
に
注
目
す
る
の
で
は
な
く
、
権
力
資
源
と
し
て
の
組
み
合
わ
せ
を
観
察
す
る
こ
と
が
必
要
な

の
で
あ
る
。
い

い
か
え
れ
ば
、
食
糧
と
し
て
の
作
物
や
政
治
性

の
高

い
作
物
を
区
別
し
た
だ
け
で
は
、
複
合
社
会
の
成
立
過
程
を
追

う
こ
と
は
で
き

な

い
こ
と
に
な
る
。
そ
の
意
味
で
、
形
成
期
に
お
い
て
は
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
権
力
資
源
を
媒
介
し
、
権
力
の
様
相
を
描
写
す
る
資

源
と
し

て
活
躍
し
た

一
方
で
、
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
の
根
栽
類

に
は
、
そ
の
役
割
が
付
与
さ
れ
る
こ
と
が
な
か
っ
た
こ
と
が
本
論

で
明

ら
か

に
な

っ
た
と
い
え
よ
う
。
と
は
い
え
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
単
純

に

一
般
化
す
る
の
で
は
な
く
、
後
に
現
れ
る
テ
ィ
ワ
ナ
ク

な
ど
、
根
栽
類
の
栽
培
に
適
し
た
高
地
で
成
立
し
た
複
合
社
会

で
ど
の
よ
う
な
権
力
操
作
が
行
わ
れ
た
の
か
、
検
討
を
加
え
た
上
で
、

改
め
て
考
察
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
付
け
加
え
て
お
き
た
い
。
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