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第
十
章
　

マ
ヤ
文
明

の
崩
壊
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マ
ヤ
文
明

の
崩
壊
に
つ
い
て
、
も
う
少
し
詳
し
く
検
討
し
て
み
る
こ
と
に
し
よ
う
。
す
で
に
指
摘
し
た
よ
う

に
、
マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
と
い
っ
て
も
、
こ
こ
で
い
う
の
は
、
低
地
南
部
で
栄
え
た
文
明
の
崩
壊

の
こ
と
で
あ
る
。

と
い
う
の
は
、
北
部

の
ユ
カ
タ

ン
地
方
で
は
、
引
き
続
き
、
マ
ヤ
文
明
は
栄
え
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に

ま
ず
注
意
し
て
お
き
た

い
。

　
南
部
で
も
、
ペ
テ
ン
・
イ

ッ
ァ
湖
や
ヤ
シ
ュ
ハ
湖
の
周
辺
か
ら
ベ
リ
ー
ズ
北
部
に
か
け
て
は
、
土
地
の
放
棄

の
あ
と
は
な
く
、
人
が
住
み
続
け
た
証
拠
が
あ
る
。
も

っ
と
も
、

マ
ヤ
文
明
全
盛
時
の
社
会
と
比
べ
る
べ
く
も

な

い
、
い
う
な
れ
ば
村
落

レ
ベ
ル
の
生
活
が
営
ま
れ
て
い
た
に
す
ぎ
な
い
。
こ
う
し
た
状
況
は
、
最
近
の
住
居

趾
の
研
究
で
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
た
に
す
ぎ
ず
、
同
じ
よ
う
な
証
拠
は
、
放
棄
さ
れ
た
と
み
ら
れ
て
い
る
そ
の

他
の
遺
跡
で
も
見

つ
か
る
可
能
性
が
高

い
。
実
際
、

コ
パ

ン
地
域
で
は
、
八
五
〇
年
頃
、
文
明
を
支
え
て
き
た

と
い
っ
て
も
よ
い
中
心
部
の
支
配
者
層
が
消
滅
し
た
あ
と
、
周
辺
部
で
は
、

一
二
五
〇
年
頃
ま
で
人
々
が
住
み

続
け
た
こ
と
が
、
住
居
趾

の
研
究
を
主
体
と
す
る
発
掘
か
ら
明
ら
か
に
な

っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
人
々
は
、
そ

れ
ぞ
れ
住
ん
で
い
た
土
地
を
放
棄
し
た
と
は

い
え
な
く
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、

マ
ヤ
文
明
が
、
八
〇
〇
年
か
ら
九
〇
〇
年
に
か
け
て
滅
ん
だ
こ
と
は
認
め
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

人

々
が
そ
の
後
も
こ
の
地
に
住
み
続
け
た
と
い
う
も
の
の
、
文
明
と
は
呼
べ
な
い
よ
う
な
、
み
す
ぼ
ら
し
い
生



活
を
送

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、
文
明
社
会

の
質
に
違

い
が
お
こ
っ
た
と
み
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
さ
ら
に
テ
ィ

カ
ル
で
は
最
盛
期

の
人
口
の

一
〇
%
ほ
ど
に
な

っ
た
と
い
う
し
、

コ
パ
ン
で
は
、
そ
こ
ま
で
極
端
で
は
な
い
が
、

人

口
は
半
分
ほ
ど
に
減

っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
文
明
社
会
を
支
え
る
入
口
、
す
な
わ
ち
、
量
の
問
題
も

無
視
で
き
な

い
。
質
と
量
に
極
端
な
差
が
こ
の
時
期
に
生
ま
れ
た
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、

マ
ヤ
文
明
は
忽
然
と
滅
ん
だ
と
い
う
説
が
、
い
ま
で
も
多
く
の
人
に
信
じ
ら
れ
て
い
る
よ
う
で
あ

る
が
、
実
際

に
は
、
八
〇
〇
年
頃
か
ら
徐

々
に
衰
退
し
て
い
き
、
滅
ん
だ
の
で
あ
る
。
こ
う
し
た
こ
と
に
、
注

意
し
な
が
ら
、

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
に
つ
い
て
考
え
て
み
よ
う
。
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崩
壊
の
証
拠

　
崩
壊

の
前
兆
と
し
て
は
、
ま
ず
、
石
碑
が
刻
ま
れ
な
く
な
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
。
た
と
え
ば
、
ピ

エ
ド
ラ

ス

・
ネ
グ
ラ
ス
で
は
七
九
五
年
、
キ
リ
グ
ア
で
は
八

一
〇
年
と
い
う
ふ
う
に
、
八
〇
〇
年
前
後
か
ら
、
各
地
で

石
碑
は
建

て
ら
れ
な
く
な
る
。
中
心
部

の
テ
ィ
カ
ル
で
は
八
六
九
年
、
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
で
は
八
八
九
年
と
な

り
、
最
後

の
石
碑
を
刻
ん
だ
年
は
遺
跡
に
よ

っ
て
差
が
あ
る
。
最
後

の
石
碑
は
九
〇
九
年
を
刻
ん
で
お
り
、
百

年
あ
ま
り
の
う
ち
に
、
石
碑
建
立
の
習
慣
は
と
だ
え
て
し
ま

っ
た
。

　

マ
ヤ
文
明
は
忽
然
と
滅
ん
だ
の
で
は
な
い
と
い
っ
た
が
、
い
ま
挙
げ
た
よ
う
に
、
石
碑
が
最
後
に
建
て
ら
れ

た
年
代
を
も
と
に
し
て
い
っ
て
も
、
百
年
以
上
の
時
間
差
を
遺
跡
問
に
み
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。
決
し

て
忽
然
と
滅
ん
だ
の
で
は
な
い
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
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こ
の
石
碑
が
最
後
に
建
て
ら
れ
た
年
代
と
そ
れ
ぞ
れ
そ
れ
が
建
て
ら
れ
た
遺
跡
の
場
所
を
合
わ
せ
て
み
る
と
、

さ
ら
に
興
味
深

い
こ
と
が
わ
か
る
。
崩
壊
は
南
西
か
ら
は
じ
ま
り
、
北
東

へ
徐

々
に
広
が
っ
て
い
っ
た
と
み
ら

れ
る
の
で
あ
る
。

　
石
碑
建
立
が
途
絶
え
る
と
と
も
に
、
神
殿
や
球
戯
場
な
ど
の
建
物
も
建
て
ら
れ
な
く
な
る
。
ま
た
、
多
色
の

美
し
い
土
器
も

つ
く
ら
れ
な
く
な
り
、
贅
沢
品
も
少
な
く
な
る
。
住
居
も
ほ
と
ん
ど
建
て
ら
れ
な
く
な

っ
た
。

人
口
が
急
激
に
減
少
し
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
証
拠
で
、
た
と
え
ば
、
す
で
に
触
れ
た
よ
う

に
、
テ
ィ
カ
ル

で
は
、
五
万
人
ほ
ど

い
た
と
い
わ
れ
る
全
盛
時

の
人
口
が

一
〇
%
に
減

っ
て
し
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。

　
つ
ま
り
、
九
世
紀
か
ら
十
世
紀
に
か
け
て
、
伝
統
的
な

エ
リ
ー
ト
層
の
生
活
様
式
が
こ
わ
れ

て
し
ま

っ
た
の

で
あ
る
。
そ
れ
ら
は
ど
う
し
て
わ
か
っ
た
か
と
い
う
と
、
テ
ィ
カ
ル
や
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
の
発
掘
で
、
ベ
ン
チ

の
上
に
、
石
や
壊
れ
た
ア
ー
チ
の
残
骸
で
お
お
っ
た
墓
が
発
見
さ
れ
た
り
、
擬
似
ア
ー
チ
や
壁
が
壊
れ
た
の
を

修
復
せ
ず
に
塞

い
だ
あ
と
や
、
残
骸
の
上
に
ご
み
な
ど
が
発
見
さ
れ
た
り
、
床
の
上
に
墓
が
つ
く
ら
れ
て
い
る

跡
が
発
見
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
貴
族
層
が
住
ま
な
く
な

っ
て
、
空
家
と
な

っ
た
宮
殿
や
住
居
を
下
層
階
級
が

占
有
し
た
り
、
以
前
神
聖
視
さ
れ
て
い
た
場
所
に
死
体
を
埋
め
る
よ
う
に
な

っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
宮
殿

や
神
殿
の
壁
面
に
線
刻
画
、
つ
ま
り
ら
く
が
き
が
描
か
れ
た
り
、
石
彫
の
人
物
の
顔
を
そ
い
だ
り
、
石
彫
類
が

破
壊
さ
れ
た
り
、
石
碑
が
動
か
さ
れ
た
り
、
ひ

っ
く
り
返
し
て
建
て
ら
れ
た
り
し
た
。
ま
た
、

エ
リ
ー
ト
層
の

墓
か
ら
輩
翠
が
略
奪
さ
れ
た
こ
と
も
わ
か
っ
た
。

　
さ
ら
に
、
伝
統
的
な
貴
族
層
が
没
落
し
た
こ
と
は
、
新
し
い
技
術
と
様
式
を
も

っ
た
土
器
の
出
現
に
よ
り
わ
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か
る
。
土
器
も
突
然
作
ら
れ
な
く
な

っ
た
の
で
は
な

い
。
様
式
や
質
に
衰
退
の
傾
向
が
み
ら
れ
始
め
る
と
と
も

に
、
違

っ
た
様
式
の
出
現
が
お
こ
っ
た
。
つ
ま
り
、
多
色

の
土
器
は
作
ら
れ
な
く
な

っ
て
き
た
が
、
そ
れ
と
呼

応
す
る
か
の
よ
う
に
、
胎
土
に
異
物
の
少
な

い
精
陶
土
器

(穿
①
冨
ω↓。)
と
、
型
に
入
れ
ら
れ
て
作
ら
れ
、
模

様
、
図
柄

が
彫
り
刻
ま
れ
た

(o舘
く
巴
1
§
o箆
&
)
土
器
と
に
徐

々
に
置
き
か
わ

っ
て
く
る
。

テ
ィ
カ
ル
や
ワ

シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
や
ナ
ク
ム
な
ど
で
は
、
こ
の
型
に
入
れ
て
作
ら
れ
た
土
器
は
、
宮
殿
や
、
時

に
は
神
殿
の
床
で

み

つ
か
り
、
墓
で
発
見
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
か

っ
た
。
こ
れ
は
、
新
し
く
起

こ
っ
た
、
伝
統
的
で
な
い

交
易
を
示
唆
し
て
い
る
。
い
わ
ゆ
る
テ
ペ
ウ
皿
期
の
型
入
れ
土
器
の
質
は
、
古
典
期
の
土
器
に
比
べ
て
、
劣

っ

て
い
る
と
は
い
え
な

い
。

マ
ヤ
文
字
を
刻
ん
だ
も
の
も
あ
る
し
、
神

々
や
人
物
を
刻
ん
だ
も

の
も
あ
る
。
し
か

し
、
非

マ
ヤ
的
な
四
角
な
文
字
や
、
髭
を
は
や
し
た
異
国
的
な
人
物
や
、
ア
ト
ラ
ト
ル
や
そ

の
他

の
異
国
的
で

軍
事
的
な
シ
ン
ボ
ル
が
登
場
し
て
く
る
。
そ
う
し
た
土
器
を
み
る
と
、

マ
ヤ
社
会
に
変
化
が
起

こ

っ
た
こ
と
が

わ
か
る
の
で
あ
る
。

　

こ
う
し
た
土
器
を
使
用
し
た
人
の
時
代
は
長
く
は
続
か
な
か

っ
た
。
そ
し
て
つ
い
に
放
棄

さ
れ
て
し
ま
う
。

も
は
や
建
物
の
維
持
や
修
復
が
で
き
な
く
な
り
、
熱
帯
の
植
物
が
建
物
を
覆

い
、
擬
似
ア
ー
チ
を
も

つ
建
物
も

崩
壊
し
て
い
っ
た
。
広
場
の
し

っ
く
い
塗
り
の
舗
装
が
木
や
蔓

で
こ
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た

。
貯
水
シ
ス
テ
ム

の
崩
壊
も
お
こ
っ
た
。
乾
季
や
貯
水
シ
ス
テ
ム
の
崩
壊
に
よ
る
水
不
足

の
た
め
に
、
放
棄
が
あ

っ
た
に
違
い
な

い
。
湖

の
周
辺
に
は
人
は
引
き
続
き
住
ん
で
い
た
の
で
、
気
候

の
変
化
が
お
こ

っ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
廃
嘘

と
な

っ
た
遺
跡
に
時
折
巡
礼
し
た
り
、
墓
が
つ
く
ら
れ
た
。
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崩
壊
の
原
因

　

こ
う
し
た
証
拠
を
前

に
マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
の
原
因
を
探
る
仮
説
が
い
く
つ
か
提
出
さ
れ
て
き
た
。
崩
壊

の
原

因
は
、
自
然
的
な
も
の
と
、
社
会
的
、
政
治
的
、
経
済
的
な
も
の
に
分
け
ら
れ
る
と
、
第
四
章

で
述
べ
た
。
自

然
的
災
害
に
は
、
地
震
、

ハ
リ
ケ
ー
ン
、
旱
魃

、
土
地
の
疲
弊
、
雑
草
や
虫

の
害
、
伝
染
病
な
ど

の
原
因
が
考

え
ら
れ
た
。
社
会
、
政
治
的
原
因
と
し
て
は
、
人
口
の
肥
大
、
農
民

の
反
乱
、
都
市
間

の
争

い
、
異
民
族

の
侵

入
、
移
動
な
ど
が
考
え
ら
れ
て
き
た
。

　
そ
こ
で
、
そ
の
一
つ

一
つ
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま
で
ど

の
よ
う
に
考
え
ら
れ
て
き
た
か
に
つ
い
て
、
も
う
少
し

詳
し
く
述
べ
て
い
く
こ
と
に
し
た
い
。
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土
地
の
浸
食
、
疲
弊

　
焼
畑
農
業
は
本
来
的
に
土
地
を
破
壊
し
て
し
ま
う
も
の
で
あ
る
。
焼
畑
農
業
は
、
何
年
か
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を

植
え
る
と
、
休
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
人
口
が
増
え
て
い
く
と
、
休
耕
の
期
間
が
短
く
な
り
、
土
地
の
栄
養

分
が
急
速
に
衰
え
始
め
、
つ
い
に
は
疲
弊
し
て
し
ま
う
と
い
う
わ
け
で
あ
る
。

　
使

い
す
て
ら
れ
た
畑

(ミ
ル
パ
)
は
、
深
く
根
を
張

っ
た
草
に
覆
わ
れ
る
。
張

っ
た
根
は
、
焼
畑
で
は
取
り

除
く
こ
と
は
で
き
な

い
。
そ
れ
に
、
土
を
掘
り
起
こ
し
、
草
の
根
を
除
去
す
る
道
具
を

マ
ヤ
人
は
も

っ
て
い
な

か

っ
た
の
で
、
食
料
経
済
の
破
綻
が
起
こ
り
、
そ
れ
が
も
と
で
、
マ
ヤ
文
明
は
崩
壊
し
た
と

い
う
意
見
も
あ
る
。
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ま
た
、
マ
ヤ
文
明

の
崩
壊

の
原
因
を
土
地

の
浸
食
と
疲
弊
に
帰
す
意
見
も
あ
る
。

マ
ヤ
の
大
部
分
の
農
地
は

丘

の
斜
面
で
あ
り
、
曲辰
業

の
拡
大
は
木

々
の
伐
採
を
促
進
し
、
土
地
は
浸
食
さ
れ
る
。
丘
は
裸

に
な
り
、
生
産

力
が
な
く
な
る
。
表
土
は
流
れ
、
湖
を
埋
め
、
季
節
的
な
池

(〉
σq轟
貴

亙

。)
に
な
る
。
そ
こ
で
は
蚊
が
発
生

し
、
疫
病
が
蔓
延
す
る
。

　
こ
う
し
た
意
見
が
代
表
的
で
あ
る
が
、
実
際
に
は
、
土
を
掘
り
起
こ
す
道
具
が
出
土
し
て
い
る
の
で
、
土
地

の
改
良
が
で
き
た
は
ず
で
あ
る
し
、
テ
ィ
カ
ル
の
近
く
の
調
査
か
ら
、
バ
ホ
に
お
け
る
土
の
堆
積
は
非
常
に
ゆ

っ
く
り
し
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
集
約
農
業
に
よ
る
大
量
の
表
土
の
流
失
は
否
定
さ
れ
て
い
る
。

　

一
九
三
三
年
か
ら

一
九
四
〇
年
に
か
け
て
、
畑
を
焼

い
て
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
を
植
え
て
、
収
穫
量
を
計
る

実
験
が
行
な
わ
れ
た
が
、
そ
れ
に
よ
る
と
、
二
年
目
は
、
最
初
の
年
の
収
穫
量
の
約
二
〇
%
が
減
る
だ
け
で
あ

っ
た
が
、
三
年
目
に
な
る
と
、
初
年
度
の
半
分
に
収
穫
量
が
落
ち
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
れ
は
ユ
カ
タ
ン
半

島
北
部
の
チ
チ
ェ
ン
・
イ

ツ
ァ
の
近
く
で
行
な
わ
れ
た
実
験
に
よ
る
デ
ー
タ
で
、
問
題
の
低
地
南
部

の
も

の
で

は
な
い
の
で
、
事
情
は
異
な
る
か
も
し
れ
な

い
。
し
か
し
低
地
南
部
で
も
、
こ
れ
に
近

い
こ
と
が
起
こ
る
こ
と

は
ま
ち
が
い
な
い
だ
ろ
う
。

ユ
カ
タ

ン
で
は
、
二
年
以
上
同
じ
畑
に
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
種
を
植

え
ず
、
三
年
目

に
は
新
し
い
畑
に
種
を
植
え
る
。
そ
し
て
使

っ
て
い
た
畑
は
、
十
年
は
放
置
し
て
お
く
と
い
う
。
そ
れ
は
広
大

な
土
地
が
い
る
と

い
う
こ
と
で
あ
る
。
も

っ
と
も
最
近
の
研
究
に
よ
る
と
、

マ
ヤ
人
は
焼
畑
曲
辰
業
に
頼

っ
て
い

た
の
で
は
な

い
と

い
う
こ
と
が
強
調
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
が
、
人
口
が
増
え
る
と
、
か
な
り
食
料
の
問

題
が
深
刻
化
す
る
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
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旱
魃

　
農
業
が
で
き
な
く
な
る
ほ
ど

の
気
候

の
激
変
が
お
こ
り
、
い
ま
ま
で
の
土
地
を
す
て
、
新
天
地
に
移
り
住
ん

だ
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
旱
魃
は

マ
ヤ
人
を
周
期
的
に
悩
ま
し
た
に
違
い
な

い
。
こ
れ
ま
で
、
湖
の
沈
殿
物
や

花
粉
分
析
か
ら
は
、
気
候
の
急
激
な
変
化
は
認
め
ら
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
動
物

(ジ
ャ
ガ
ー
、
猿
、
オ
ウ
ム
、
ワ

ニ
な
ど
)
や
植
物

(
ロ
グ
ウ
ッ
ド
や
チ
ュ
ー
イ
ン
ガ
ム
の
原
料
と
も
な
る
汁
を
出
す
チ
コ
サ
ポ
テ
な
ど
)
の
考
古
学
的
な

遺
物
も
、
現
在
存
在
す
る
動
植
物
と
な
ん
ら
か
わ
ら
な
い
こ
と
か
ら
、
気
候
の
急
激
な
変
化
が
あ

っ
た
と
い
う

仮
説
は
否
定
さ
れ
て
き
た
。

　
た
と
え
旱
魃

が
湖
や
川
の
な
い
地
域
で
の
放
棄
の
原
因
と
考
え
ら
れ
た
と
し
て
も
、
湖
や
川

の
近
く
に
あ
る

コ
バ
ー
や

コ
パ

ン
な
ど
も
放
棄
さ
れ
て
お
り
、
旱
魃

説
で
、

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
を
す
べ
て
説
明
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。

　
と
こ
ろ
が
、
最
近
の
調
査
か
ら
、
大
き
な
気
候
変
化
が
あ

っ
た
と
主
張
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

　
チ
チ

ェ
ン
・
イ
ツ
ァ
の
貿
易
の
拠
点
と
み
ら
れ
て
い
る
、
イ
ス
ラ

・
セ
リ

ッ
ト
と
い
う
島

の
発
掘
か
ら
、
形

成
期
の
も
の
は
、
現
在
の
海
水
位
か
ら
平
均
で
六
〇
セ
ン
チ
ほ
ど
低
い
と
こ
ろ
で
発
見
さ
れ
た
。
形
成
期
後
期

は
、
今
よ
り
海
水
位
は
低
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
し
か
し
そ
れ
以
後
古
典
期
前
期

に
か
け
て
海
水

位
は
ふ
た
た
び
上
昇
し
た
。
海
水
位
の
上
下
は
、
氷
河
の
形
成
や
解
氷
と
関
係
し
て
い
る
。
氷

河
が
発
達
す
る

と
、
海
水
位
は
下
が
る
し
、
寒
冷
化
す
る
。
逆
に
氷
河
が
減
退
す
る
と
、
氷
が
解
け
る
の
で
、
当
然
海
水
位
は
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上
が
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
気
候

の
変
化
が
あ

っ
た

こ
と
を
考
え
な
く
て
は
な
ら
な
く
な

っ
た
の
で
あ
る
。

　
氷
河

の
移
動
に
基
づ
く
過
去

の
気
候

の
変
化
は
、
つ
ぎ

の
よ
う
に
な
る
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。

紀
元
前

一
四
〇
〇
～
紀
元
前
五
〇
〇
年

紀
元
前
五
〇
〇
～
紀
元
後
六
〇
〇
年

　
六
〇
〇
年
～
　
九
〇
〇
年

　
九
〇
〇
年
～

一
二
五
〇
年

一
二
五
〇
年
～

一
五
五
〇
年

寒
冷
期

温
暖
期

(最
適
気
候
期
)

寒
冷
期

温
暖
期

寒
冷
期

第十章　マヤ文明の崩壊

　
寒
冷
期
に
は
、
海
水
位
が
低
下
し
、
北
メ
キ
シ
コ
で
は
乾
燥
気
候
に
な
る
の
に
対
し
、
南

メ
キ
シ
コ
で
は
雨

が
多
く
な
り
、
湿
潤
な
気
候
と
な
る
。
こ
れ
に
対
し
、
温
暖
期
で
は
逆
の
現
象
が
起

こ
り
、
南
メ
キ
シ
コ
で
は
、

雨
が
少
な
く
、
乾
燥
し
た
気
候
と
な
る
と
い
う
。

　

マ
ヤ
文
明
が
も

っ
と
も
栄
え
た
時
代
は
、
六
〇
〇
年
か
ら
九
〇
〇
年
の
古
曲
ハ期
後
期
と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ

る
が
、
気
候
的
に
は
、
寒
冷
期
に
あ
た
る
。

マ
ヤ
文
明

の
栄
え
た
ペ
テ
ン
地
方
は
、
雨
の
よ
く
降
る
湿
潤
な
環

境
に
あ

っ
た
と
み
ら
れ
る
。
そ
の
気
候

の
変
化
に
よ
り
、
す
な
わ
ち
、
寒
冷
期
か
ら
温
暖
期
に
移
る
の
と
時
期

を
同
じ
く
し
て
、

マ
ヤ
古
典
期
文
明
は
滅
ん
で
い
る
。
こ
れ
を
み
る
と
、
気
候
と
文
明
の
盛
衰
が
密
接
に
関
係

し
て
い
る
と
思
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
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こ
れ
と
は
別
に
、
形
成
期
の
末
期
に
、
ミ
ラ
ド
ー
ル
を
は
じ
め
と
す
る
、
ペ
テ
ン
北
部

の
諸
都
市
が
あ

い
つ

い
で
崩
壊
し
た
の
は
、
気
候

の
変
化
に
よ
る
乾
燥
化
が
大
き
な
要
因
で
あ
る
と
主
張
す
る
意
見
が
提
出
さ
れ
た

が
、
同
じ
よ
う
に
、
古
典
期
の
崩
壊
も
気
候

の
変
化
に
よ
る
乾
燥
化
が
大
き
な
原
因
の
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で

あ
る
。
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昆
虫
の
害

　
昆
虫
の
害
が
マ
ヤ
文
明
の
崩
壊

の
原
因
だ
と
す
る
意
見
も
あ
る
。
た
し
か
に
、
イ
ナ
ゴ
が
食
物
を
食
い
つ
く

し
た
と
い
う
こ
と
が
過
去
に
あ
り
、
そ
れ
が
飢
餓

の
原
因

の
一
つ
に
な
る
こ
と
は
確
か
で
あ

る
が
、
害
虫
が
ど

の
よ
う
な
害
を
も
た
ら
し
た
か
を
考
古
学
的
に
知
る
す
べ
は
い
ま
の
と
こ
ろ
な

い
。

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
も
最
近
の
研
究
か
ら
で
あ
る
が
、
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
被
害
を
与
え
る
ウ
イ

ル
ス
が
あ

っ
た
ら

し
い
と
い
わ
れ
る
よ
う
に
な

っ
た
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
モ
ザ
イ
ク

・
ウ
イ

ル
ス
は
、
マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
の
少
し

前
、
西
イ

ン
ド
諸
島
か
ら
バ
ッ
タ

(、
ミ
馬◎q注
嵩§

§
ミ
琴
)
に
よ

っ
て
マ
ヤ
地
域
に
も
た
ら
さ
れ
た
と
い
う
の
で

あ
る
。
も
し
そ
う
な
ら
、
基
礎
食
物
で
あ
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
が
甚
大
な
る
被
害
を
受
け
る
。
そ
れ
が
崩
壊

の

一

原
因
に
な

っ
た
可
能
性
は
否
定
で
き
な
い
。

　
古
典
期
に
マ
ヤ
人
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

へ
の
依
存
度
が
減
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
述

べ
た
が
、
こ
れ
と

関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
し
、
ま
た
こ
れ
は
、
気
候
の
寒
冷
化
と
関
係
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な

い
。



　
疫
病

　
疫
病
に
よ
る
崩
壊
説
は
こ
れ
ま
で
あ
ま
り
真
剣
に
研
究
さ
れ
て
こ
な
か

っ
た
。
し
か
し
テ

ィ
カ
ル
の
発
掘
は
、

鼠
や
蚊
、
蝿
な
ど
の
人
間
に
害
に
な
る
病
気
を
運
ぶ
も
の
が
繁
殖
し
て
い
た
こ
と
を
教
え
て
く
れ
て
い
る
。
赤

痢
や
黄
熱
病
、

マ
ラ
リ
ア
や
梅
毒
な
ど
も
、
当
時
す
で
に
あ

っ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。
栄
養
不
良
は
病
気
に
罹

り
や
す
く
す
る
。
病
気
、
旱
魃

、
戦
争
な
ど
は
、
組
織

の
緩
ん
だ
社
会
に
大
き
な
打
撃
を
あ
た
え
た
に
違

い
な

い

。

第十章　マヤ文明の崩壊

　
地
震

　
グ
ア
テ

マ
ラ
と
の
国
境
に
近

い
ベ
リ
ー
ズ
の
シ
ュ
ナ
ン
ト
ゥ
ニ
ッ
チ
で
は
、
少
な
く
と
も

一
つ
の
大
き
な
宮

殿
様

の
建
物
が
地
震

で
被
害
を
受
け
た
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
遺
跡
全
体
も
地
震
で
崩
壊
し
、
そ
れ
が
、

そ
の
地
を
放
棄
す
る
原
因
と
な

っ
た
と
い
う
説
を
唱
え
る
人
が
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
地
方
的
な
出
来
事
は
、

マ
ヤ
地
域
全
体
に
も
適
用
さ
れ
う
る
の
で
は
な

い
か
と
し
た
。

　
こ
の
九
世
紀
に
お
こ
っ
た
と
い
う
地
震
で
、
擬
似
ア
ー
チ
を
も

つ
建
物
が
壊
れ
て
お
り
、
そ
れ
ら
を
修
復
す

る
こ
と
を
せ
ず
、
以
後
放
棄
し
た
と
い
う
の
は
確
か
か
も
し
れ
な

い
が
、
そ
れ
が

マ
ヤ
地
域
全
体
に
適
用
で
き

る
わ
け
で
は
な

い
。
そ
れ
に
テ
ィ
カ
ル
な
ど
で
は
、
そ
の
地
を
放
棄
せ
ざ
る
を
え
な
い
ほ
ど

の
大
地
震

の
あ
と

を
み
る
こ
と
は
で
き
な

い
の
で
あ
る
。
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地
震
と
い
う
も
の
は
周
期
的
に
お
き
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
ど
の
地
震
の
と
き
に
建
物
が
崩
れ
た
の
か
を
み

つ
け
る
こ
と
は
た
い
へ
ん
む
ず
か
し
い
。
ま
た
、
建
物
の
崩
壊
が
、
地
震

で
お
き
た
の
か
、
放
棄
後

の
構
造
上

の
欠
陥
ま
た
は
弱
さ
に
よ

っ
て
お
き
た
の
か
、
そ
れ
を
区
別
す
る
こ
と
な
ど
至
難
の
技
で
あ
る
。
と
い
う
わ
け

で
、
こ
の
説
に
賛
成
す
る
わ
け
に
は
い
か
な
い
。
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ハ
リ
ケ

ー
ン

　

こ

の
地

方

で

も

う

一
つ
大

き
な

災

害

を

お

こ
す

も

の
に

、

ハ
リ

ケ

ー

ン
が

あ

る

。

ハ
リ

ケ

ー

ン
も

こ

の
地

方

を

よ

く
襲

う

の
で
あ

る

が

、

そ

れ

に

よ

っ
て

、

マ
ヤ
地

域

全

体

で

、

し

か
も

一
〇

〇

年

あ

ま

り

に
わ

た

る
衰

亡

を

、

こ

れ

の

せ

い
に
す

る

こ

と
も

む

ず

か

し

い

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か

。

　
都
市
間
の
競
い
あ
い

　
以
前
の
研
究
で
は
平
和
な

マ
ヤ
社
会
で
あ

っ
た
と
い
う
意
見
が
大
勢
を
し
め
て
い
た
が
、
最
近
は
、
交
易
や

農
業
生
産
に
お
い
て
、
古
典
期
後
期
に
は
、
都
市
間
の
競
い
あ
い
が
生
じ
た
と
い
う
意
見
が
有
力
に
な

っ
て
き

た
。
実
際
、
碑
や
壁
画
に
は
、
戦
い
の
場
面
や
捕
虜
を
足
蹴
に
し
た
図
が
好
ん
で
描
か
れ
て
お
り
、
都
市
間
の

闘
争
は
か
な
り
激
し
か

っ
た
と
思
わ
れ
る
。

商
業
的
な
競
い
あ
い
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マ
ヤ
の
都
市
は
、
輩
翠
や
ケ
ツ
ァ
ル
鳥

の
羽
な
ど
の
贅
沢
品
ば
か
り
か
、
塩
や
メ
タ
テ
、

マ
ノ
や
黒
曜
石
な

ど
の
必
要
物
資
を
長
距
離
交
易
に
よ

っ
て
手
に
い
れ
て
い
た
。
貝
や
塩
や
魚
は
カ
リ
ブ
海
や
川
沿
い
の
地
域
か

ら
得

て
い
た
。
メ
タ
テ
や

マ
ノ
と
呼
ば
れ
る
挽
き
臼
や
棒
は
マ
ヤ
山
脈
や
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
か
ら
、
黒
曜
石
は

グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
か
ら
得

て
い
た
。
輩
翠
は
モ
タ
グ
ア
川
中
流
域
か
ら
地
方
に
も
た
ら
さ
れ
た
。
そ
う
し
た
物

資
は
、
都
市
の
数
が
少
な
い
間
は
問
題
な
く
手
に
は
い
っ
て
き
た
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
古
典
期
後
期
に
新

し
く
都
市
が
勃
興
し
て
く
る
と
、
こ
れ
ま
で
の
交
易
網
は
影
響
を
受
け
ざ
る
を
得
な
か

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
さ
ら
に
西
側
か
ら
異
民
族
が
侵
入
し
た
ら
し
い
こ
と
が
、
考
古
学
的
に
確
か
に
な

っ
て
き
た
。
西

の
タ
バ
ス

コ
あ
た
り
に
い
た
チ
ョ
ン
タ
ル
人
は
、
十
六
世
紀
頃
に
は
、
海
の
民
と
し
て
知
ら
れ
、
海
上
交
易

に
従
事
し
て

い
た
こ
と
が
文
献
か
ら
わ
か
っ
て
い
る
。
そ
う
し
た
状
況
を
九
、
十
世
紀
に
無
批
判

に
適
用
す
る
こ
と
は
つ
つ

し
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
西
側
の
異
民
族
は
、
新
し
い
交
易
網
を
も
た
ら
し
た
に
違

い
な
い
。
す
な
わ
ち

陸
上
、
河
川
交
易
か
ら
、
海
上
交
易
に
か
わ

っ
た
ら
し
い
の
で
あ
る
。
従
来

の
交
易
網
が
す

た
れ
て
し
ま

っ
た

こ
と
は
容
易
に
推
測
で
き
る
。
つ
ま
り
、
社
会
に
必
要
な
も
の
が
手
に
は
い
り
に
く
く
な

っ
た
こ
と
で
、
社
会

不
安
や
都
市
の
力
の
低
下
が
お
こ
っ
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
人
ロ
肥
大

　
ア
ル
タ

ル
・
デ

・
サ
ク
リ
フ
ィ
シ
オ
ス
や
ル
バ
ン
ト
ゥ
ン
、
セ
イ
バ
ル
、
テ
ィ
カ
ル
な
ど

で
発
掘
さ
れ
た
農

民
層
の
骨
か
ら
、
栄
養
不
良
が
確
か
め
ら
れ
た
。
こ
れ
は
作
物
の
不
作
や
入
口
増
大
に
よ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
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る
。
墓
か
ら
発
掘
さ
れ
た

エ
リ
ー
ト
層

の
骨
は
い
ず
れ
も
し
っ
か
り
し
て
お
り
、
十
分
な
栄
養
を
取

っ
て
い
た

こ
と
が
わ
か

っ
た
。

　
テ
ィ
カ
ル
の
中
央
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
は
、
広
場
を
囲
ん
で
宮
殿
と
考
え
ら
れ
て
い
る
建
物
が
建
て
ら
れ
て
い
る

が
、
そ
の
広
場

へ
の
入
口
が
間
に
合
わ
せ
の
壁
で
閉
じ
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
こ
れ
は
プ
ラ
イ
バ
シ

ー
や
安
全
の
確
保
の
た
め
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
な
ど
も
人
口
増
大
に
よ
る
変
更
と
考
え
ら
れ

て
い
る
。
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農
民
層
の
反
乱

人
口
の
肥
大
、
栄
養
不
良
、
飢
え
、
労
働
条
件
の
悪
さ
、
制
度

の
厳
し
さ
な
ど
か
ら
、
農
民
層

の
反
乱
が
お

こ
っ
た
と
い
う
意
見
も
、

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊

の
原
因
の

一
つ
に
考
え
ら
れ
る
。

　
異
民
族
の
侵
略

　
西
側

の
各
地
で
は
、
建
築
や
彫
刻

に
非

マ
ヤ
的
要
素
が
み
ら
れ
る
が
、
そ
れ
と
と
も
に
、

フ
ァ
イ
ン
・
ペ
イ

ス
ト
と
よ
ば
れ
る
薄
手
の
混
り
も
の
の
少
な
い
精
陶
土
器
が
出
現
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
先

ほ
ど
述
べ
た
。

そ
れ
は
特
に
ア
ル
タ
ル

・
デ

・
サ
ク
リ
フ
ィ
シ
オ
ス
や
セ
イ
バ
ル
で
著
し
い
。
タ
バ
ス
コ
州

や
ベ
ラ
ク
ル
ス
州

に
か
け
て
の
湾
岸
地
帯
は
、
メ
キ
シ
コ
系
民
族
が
住
ん
で
い
た
地
域
で
あ
り
、
そ
う
し
た

フ
ァ
イ

ン
・
ペ
イ
ス

ト
土
器
を
も

っ
た
人
々
に
よ
り
西
側

の
諸

セ
ン
タ
ー
は
滅
ぼ
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　
し
か
し
異
民
族

の
侵
入
が

マ
ヤ
文
明
全
体

の
崩
壊

の
原
因
と
は
な
ら
な

い
。
た
と
え
ば
、
テ
ィ
カ
ル
で
も
異



民
族
が
侵
入
し
、
石
碑

の
人
物

の
顔
を
そ
い
だ
り
、
碑
を
ひ
っ
く
り
か
え
し
た
り
し
て
い
る
が
、
そ
の
ま
え
に

す
で
に
テ
ィ
カ
ル
は
衰
退
を
始
め
て
お
り
、
八
三
〇
年
以
降
に
は
も
う
大
建
築
は
建

て
ら
れ
な
く
な
る
。
石
碑

も
八
六
九
年
を
最
後
と
し
て
い
る
。
八
世
紀

に
は
五
万
か
ら
七
万
ほ
ど

の
人
が
い
た
と
さ
れ

て
い
る
が
、
そ
の

九
〇
%
が
い
な
く
な

っ
て
し
ま
う
。

第十章　マヤ文明の崩壊

　
人
々
の
移
動
の
仮
説

　
九
世
紀

に
南
部
低
地
の
諸
都
市
は
放
棄
さ
れ
、
入

々
は
北
部

の
新
天
地
に
移

っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
し

か
し
北
部
は
、
形
成
期
か
ら
人
々
が
生
活
し
て
い
た
し
、
考
古
学
的
に
み
て
も
、
九
世
紀
に
突
然
ペ
テ
ン
様
式

が
北
部
で
繁
栄
し
た
と
い
う
証
拠
は
な
い
。
逆
に
、
資
源

の
枯
渇
や
人
口
問
題
な
ど

の
内
部
的
問
題
か
ら
、
ペ

テ
ン
の
ほ
う
に
拡
大
し
た
証
拠
が
あ
る
。
ま
た
、
南
部

の
グ
ア
テ
マ
ラ
や
チ
ア
パ
ス
高
地
に
人

々
は
新
天
地
を

求
め
て
移
動
し
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
こ
れ
も
土
器
か
ら
裏
づ
け
る
こ
と
が
で
き
な

い
意
見
で
あ
る
。
結
局
、

人
口
の
移
動
と
い
う
説
は
受
け
入
れ
ら
れ
な
い
。

　

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊

の
原
因
に
つ
い
て
諸
説
を
検
討
し
て
き
た
が
、
ど
れ
を
と

っ
て
も

マ
ヤ
文
明

の
崩
壊
を
う

ま
く
説
明
で
き
る
も
の
は
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

こ
の
よ
う
に
み
て
く
る
と
、
滅
亡
の
原
因
は
そ
れ
ほ
ど
単
純
で
は
な

い
こ
と
が
わ
か
っ
て
く
る
。
こ
の
章
の

最
初

に
述

べ
た
よ
う
に
、
低
地
南
部
は
、
ト
ポ
シ
ュ
テ
や
タ
ヤ
サ
ル
か
ら

ベ
リ
ー
ズ
に
か
け

て
、
少
な
か
ら
ず

活
動
の
あ
と
を
み
る
こ
と
が
で
き
、
低
地
南
部
が
す
べ
て
放
棄
さ
れ
た
と
い
う
説
は
否
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
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く
な

っ
て
き
た
。
そ
の

一
帯
を
除
く
と
、
放
棄
さ
れ
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
こ
れ
も
調
査
が
進
む
と
、
規
模

は
小
さ
い
が
、
人
々
が
住
み
続
け
た
証
拠
が
見

つ
か
る
か
も
し
れ
な
い
。
お
そ
ら
く
全
体
的

に
共
通
す
る
原
因

と
と
も
に
、
地
域
ご
と
に
少
し
ず
つ
違

っ
た
原
因
に
よ
り
滅
ん
だ
に
違
い
な
い
が
、
こ
こ
で
も
う

一
つ
の
仮
説

を
だ
し
て
み
よ
う
。
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短
期
暦
と
文
明
の
興
亡

　
古
典
期
の
前
期
と
か
後
期
と
い
う
時
代
を
み
る
と
、
ほ
ぼ
二
五
〇
年
か
ら
三
〇
〇
年

で
終

わ

っ
て
い
る
。
ζ

れ
は
メ
ソ
ア
メ
リ
ヵ
で
栄
え
た
モ
ン
テ

・
ア
ル
バ
ン
や
ア
ス
テ
ヵ
な
ど
の
諸
文
明
に
つ
い
て
も

い
え
る
。
さ
ら

に
唐
や
江
戸
時
代
な
ど
も
、
だ
い
た
い
三
〇
〇
年
前
後

で
終
わ

っ
て
い
る
。
こ
れ
に
は
な
に
か
あ
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
人
が
生
ま
れ
、
成
長
し
、
死
ぬ
よ
う
に
、
文
明
も
生
ま
れ
、
栄
え
、
そ
し
て
衰
え
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
人
が
七
〇
～
八
〇
年

で
死
ぬ
よ
う
に
、
文
明
の

一
つ
の
興
亡

の
期
間
が
約
三
〇
〇
年
と
い
う

の

で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

こ
こ
で
た
い
へ
ん
興
味
深

い
こ
と
が
あ
る
。

マ
ヤ
の
暦

の
う
ち
、
短
期
暦
と
称
し
て
い
る
も

の
は
、
約
二
六

〇
年
を

一
周
期

に
し
て
い
る
。
そ
し
て
マ
ヤ
人
は
二
六
〇
年
を

一
つ
の
周
期
と
し
て
、
歴
史

は
繰
り
返
す
と
考

え
て
い
た
こ
と
は
、
第

一
章

で
述
べ
た
と
お
り
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
歴
史

の
法
則
と
い
う
も

の
を
、
マ
ヤ
人
は

知

っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
あ
る
。



第十章　マヤ文明の崩壊

　

八

ア

ハ
ウ

・
カ

ト

ゥ

ン

(七
世
紀

の
終
わ
り
頃
)
九

・
=

一
・
○

・
○

・
〇

　

　
八

ア

ハ
ウ

八
ウ

ォ

(
六
九

二
年

　

六
月
十
六

日
)

　

　

　

　

チ

チ

エ

ン

・
イ

ツ

ァ
は
放

棄

さ

れ

た

　

八

ア

ハ
ウ

・
カ

ト

ゥ

ン

(十
世
紀
中
頃
)　
　
　

　

一
〇

・
六

・
○

・
○

・
〇
　
　

八

ア

ハ
ウ

八
ヤ

シ

ュ

(九

四
八

　

年

六
月

二
十

二
日
)

　

　

　

　

チ

ャ
カ

ン
プ

ト

ゥ

ン
は
棄

て
ら

れ

た

　

八

ア

ハ
ウ

・
カ

ト

ゥ

ン

(十

二
世
紀

の
終
わ
り
頃
)

一
〇

・

一
九

・
○

・
○

・
〇

八

ア

ハ
ウ
八

ク
ム
ク

(
一
二
Q

　

四
年
九
月

二
十
八

日
)

　

　

　

　

フ
ナ

ッ
ク

・
ケ

エ

ル
の
陰

謀

に
よ

り

、
イ

ツ
ァ
族

は

チ

チ

ェ

ン

・
イ

ツ
ァ
を

放
棄

し

た

　

八

ア

ハ
ウ

・
カ

ト

ゥ

ン

(十
五
世
紀
中
頃
)　
　
　

一
一
・

=

一
・
○

・
○

・
〇
　

八

ア

ハ
ウ
三

モ

ル

(
一
四
六

贈

　

年

一
月

四
日
)

　

　

　

　

マ
ヤ

パ

ン
は
破

壊

さ

れ

、

棄

て
ら

れ

た

　

約

二

六
〇

年

で
繰

り

返

さ

れ

る
八

ア

ハ
ウ

・
カ

ト

ゥ

ン
の

二
〇

年

間

は

、

い
ず

れ

も

放

棄

や

滅

亡

の
年

と

記

さ

れ

て

い
た

。

歴

史

は
繰

り

返

す

の

で
あ

る
。

　

一
六

一
八

年

に

フ

エ

ン
サ
リ

ー
ダ

と

オ

ル
ビ

ー
タ

が

ペ

テ

ン
の
イ

ツ

ァ
族

を

征

服

に
行

っ
た
時

、

イ

ツ

ァ
族

の
王

カ

ネ

ッ
ク

は

、

「
我

等

の
神

を

崇

拝

す

る

こ
と

を

や

め

る
時

と
神

官

達

が

予

言

し
た

時

は
来

た

っ
て

い
な
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い
、
な
ぜ
な
ら
、
今
、
時
は
オ
シ
ュ
ア
ハ
ウ

(○
×聾
碧
)
で
あ
る
か
ら
だ
」
と
い
っ
て
、
キ
リ

ス
ト
教
を
受
け

入
れ
る
こ
と
を
拒
否
し
た
。
オ
シ

ュ
ア

ハ
ウ
と
は
三
ア

ハ
ウ
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
を

マ
ヤ
の
長
期
暦
に
直
す

と
、　
=

一
・
一
・
○

・
○

・
〇
　
三
ア

ハ
ウ
　
　一
八
カ
ヤ
ッ
プ

(西
暦

一
六
一二
八
年
六
月
七
日
)
と
な
る
。
イ
ツ

ァ
族
が
征
服
さ
れ
た

の
は
、
そ
れ
か
ら
八
〇
年
あ
ま
り
あ
と
の
、

一
六
九
七
年
三
月
十
三
日
で
あ
る
。
運
命
の

八
ア
ハ
ゥ

・
カ
ト
ゥ
ン
が
始
ま
る
わ
ず
か
四
ヵ
月
ほ
ど
前
の
こ
と
で
あ

っ
た
。

　

つ
ま
り
、

マ
ヤ
人
は
文
明

の
盛
衰
を
身
を
も

っ
て
知
り
、
そ
れ
を
書
き
残
し
た
ば
か
り
で
な
く
、
歴
史
の
伝

え
て
き
た
と
お
り
の
運
命
に
従

っ
た
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
文
明
の
二
六
〇
年
周
期
説
と
い
う
の
は
、

マ
ヤ

の
予
言
説
と
い
っ
て
も

い
い
か
も
し
れ
な

い
。

　
さ
き
に
気
候
の
変
化
を
述
べ
た
と
こ
ろ
で
記
し
た
時
代
区
分
は
、
マ
ヤ
文
明
の
区
分
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ

っ
た
。

マ
ヤ
文
明
の
盛
衰
と
気
候

の
変
化
に
密
接
な
関
係
が
あ
る
こ
と
を
疑
い
え
な
い
よ
う
な
資
料

で
あ
る
。
そ
の
期

間
は
、
ま
た
大
体

マ
ヤ
の
短
期
暦
と

一
致
し
て
い
る
こ
と
も
、
不
思
議
と
い
え
ば
、
不
思
議
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
人
は
、
い
ろ

い
ろ
周
期
の
異
な
る
暦
を
使

っ
て
い
た
が
、
そ
れ
ら
を
い
ち
い
ち
天
体
や
自
然
現
象
と
関

係
づ
け

て
い
る
。
た
と
え
ば
、
金
星
の
運
行
に
関
し
て
は
、
『ド

レ
ス
デ
ン
絵
文
書
』
に
、
金
星

の
五
周
期
が

三
六
五
日
暦

の
八
周
期

(五
八
四
×
五
-ー
三
六
五
×
八
)
に
当
た
る
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
し
、
二
六
〇
日
暦
と

も
結
び

つ
け
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
マ
ヤ
人
は
、
こ
の
世
界
を
四
つ
の
方
角
に
分
割
し
て
い
る
が
、
そ
れ
を
二

六
〇
日
暦
と
関
係
づ
け
て
い
る
。
四
つ
に
分
け
ら
れ
た
二
六
〇
日
暦
の
二
〇
の
日
の
な
か
で
、
ア
ク
バ
ル
、
ラ

マ
ッ
ト
、
ベ
ン
、
エ
ツ
ナ
ッ
プ
の
四
つ
の
日
は
、
後

の
時
代
に
は
、
カ
ン
、
ム
ル
ッ
ク
、
イ
シ

ュ
、
カ
ワ
ッ
ク
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第十章　マヤ文明の崩壊

と
な
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ

一
年

の
最
初

の
日
に
当
た
り
、
そ
れ
ら
の
日
の
名
は
、

一
年
を
表
わ
す
た
め
に
使
わ
れ

る
こ
と
も
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
時
間
、
空
間
が
暦
と
密
接
に
関
係
づ
け
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
人
は
、
当
然
、
文
明
の
盛
衰

の
周
期
と
暦

の
関
係
に
気
づ

い
た
に
ち
が

い
な
い
。
暦
と
自
然
の
現
象
の

一
致

の
不
思
議
さ
と
い
う
べ
き
か
、
見
事
な
調
和
と
い
う
べ
き
か
、
そ
れ
に
気
づ
い
た

マ
ヤ
人
は
、
そ
れ
を
い

ち
早
く
自
分
た
ち

の
思
想
に
反
映
さ
せ
た

の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
し
て
そ
れ
が
後
世
に
伝
え
ら
れ
、
イ
ツ

ァ
王
が
そ
れ
に
縛
ら
れ
る
ほ
ど
、
強
力
な
予
言
と
し
て
形
成
さ
れ
て
い
っ
た

の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
こ
こ
で
マ
ヤ
人
が
用

い
て
い
た
短
期
暦
を
利
用
し
て
、
私
達
の
生
き
て
い
る
時
代
を
ち
ょ

っ
と
考
え
て
み
よ

う
。
そ
の
始
ま
り
を
ど
こ
に
お
く
か
で
、
い
ろ
い
ろ
意
見
が
で
て
く
る
と
は
思
う
が
、
そ
の
は
じ
め
を
明
治
に

お
い
て
み
よ
う
。
そ
う
す
る
と
、
現
代
は
明
治
の
は
じ
め
か
ら
約

=

一〇
年
で
あ
る
。

マ
ヤ

の
二
六
〇
年
文
明

周
期
説
に
も
と
つ
く
と
、
い
ま
は
い
ち
ば
ん
栄
え
て
い
る
時
代
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
波

の
う
ね
り
に
た
と

え
る
と
、

一
番
高

い
と
こ
ろ
に
あ
る
時
代
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
だ
か
ら
戦
争
で
負
け
て
も
、
こ
の
よ
う
に

繁
栄
を
す
ぐ
む
か
え
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
戦
争
が
下
り
坂
に
さ
し
か
か

っ
て
い
る
時
に

お
こ
っ
て
い
た
ら
、
日
本
は
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

　

マ
ヤ
予
言
説
に
従
う
と
、
今
世
紀
は
日
本

の
時
代
だ
と
い
っ
て
い
い
。
我

々
が
い
る
時
代
は
繁
栄
を
謳
歌
す

る
時
代
と

い
っ
て
い
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
二
十
世
紀
の
末
に
な
る
と
、
お
そ
ら
く
世
紀
末

の
思
想
が
は

び
こ
る
の
で
は
な

い
か
と
思
う
が
、

マ
ヤ
の
周
期
説
を
信
じ
る
か
ぎ
り
、
そ
の
よ
う
な
こ
と
は
気
に
す
る
必
要

は
な

い
の
で
あ
る
。
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さ
て
、

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
の
原
因
を
、
最
後
に
考
え
て
み
よ
う
。

　
私
は
、
文
明
と
い
う
も
の
は
、
波
の
よ
う
に
盛
衰
を
繰
り
か
え
す
と
考
え
る
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
、
各
時

代
時
代
に
お
い
て
許
容
量
と
い
う
も
の
が
あ
る
と
思
う
。

マ
ヤ
人
と
い
う
の
は
、
道
具
と
し

て
は
石
器
し
か
知

ら
ず
、
輸
送
手
段
も
人
力
し
か
も
た
な
か

っ
た
の
で
あ
る
か
ら
、

マ
ヤ
人
社
会

の
許
容
量
と

い
う
も

の
は
限
ら

れ
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

マ
ヤ
人
は
古
典
期
後
期
に
そ
れ
を
オ
ー
バ
ー
し
て
し
ま

っ
た
の
で
は
な
か

ろ
う
か
。

　
許
容
量

に
は
、
植
物
生
産
量
に
規
定
さ
れ
た
人
口
は
も
ち
ろ
ん
、
世
界
認
識
や
想
像
力
な
ど

の
知
識
体
系
な

ど
も
含
ん
で
み
た
い
。
ひ
と
つ
人
口
の
許
容
量
に
つ
い
て
の
具
体
的
な
資
料
を
挙
げ

て
み
よ
う
。

　

コ
パ
ン
の
最
盛
期
の
七
〇
〇
年
～
八
五
〇
年

の
中
心
部
の
推
定
人
口

一
六
、
八

一
六
人
～

二

一
、
〇
二
〇
人

に
対
し
、
食
料
生
産

に
規
定
さ
れ
た
許
容
推
定
人
口
は
、
九
、
三
〇
七
人
で
あ
る
。
大
幅
に
人

口
超
過
で
、
中

心
部

の
生
産
量

で
は
、
生
き
て
い
け
な
い
。
周
辺
部

の
セ
セ
ス
ミ
ル
、
サ
ン
タ

・
リ
タ
、
エ
ル
・
ハ
ラ
ル
、
リ

オ

・
ア

マ
リ
ィ
リ

ョ
、
そ
れ
に
山
の
斜
面
の
耕
作
地
か
ら
と
れ
る
食
料
を
足
し
て
や

っ
と
、

コ
パ
ン
地
域

の
人

口
が
維
持
で
き
る
生
産
量

で
あ

っ
た
。
ほ
ん
の
少
し
の
生
産
量

の
低
下
で
、
社
会
が
混
乱
す

る
ほ
ど
、
許
さ
れ

る
最
大

の
人
口
に
達
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
に
依
存
し
た
生
活
、
そ
れ
で
支
え
ら
れ
る
人
口
と
い
う
も
の
は
限
ら
れ
て

い
る
。
最
近
農
業

生
産
に
関
す
る
研
究
が
進
ん
で
、

マ
ヤ
人
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
だ
け
に
依
存
し
て
い
た
の
で
は
な

い
、
そ
の
生
産

も
焼
畑
農
業
だ
け
で
は
な
い
、
と
い
う
こ
と
が
わ
か

っ
て
き
た
が
、
主
生
産
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
で
あ
る
こ
と
は
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ま
ち
が
い
な
く
、
古
典
期
後
期
の
後
半

に
は
、
集
約
農
業

に
よ

っ
て
も
養
え
る
人
口
の
極
限

に
達
し
て
い
た
の

で
あ
る
。
乱
開
発
と
い
う
こ
と
ば
が
あ
る
が
、
開
発
し
す
ぎ
る
と
、
人
間

の
生
活
に
支
障
が
で
て
く
る
こ
と
は
、

最
近
の
生
活
を
考
え
て
も
、
い
ろ
い
ろ
思
い
当
た
る
こ
と
が
あ
り
そ
う
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
人
は
、
複
雑
な
暦
を
用
い
て
い
た
し
、
複
雑
な
神

々
や
儀
式

の
体
系
を
作
り
あ
げ

て
い
た
。
文
字
を
使

い
、
歴
史
を
記
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
も
の
を
次

の
世
代
に
伝
え
て
こ
そ
、
文
化
は
維
持
さ

れ
る
。
そ
う
し
た

知
識
に
お
い
て
も
、
も
う
受
け
継
ぐ

こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
極
限
に
達
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な

い
。

　

こ
う
し
た
こ
と
を
記
す
の
も
、
た
と
え
ば
、
い
ま
我

々
が
当
た
り
前

の
よ
う
に
使

っ
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
文

明
利
器
に
対
し
て
、
同
じ
よ
う
に
、
受
け
継
ぐ

こ
と
が
で
き
な

い
ほ
ど
、
膨
大
な
知
識
が
集
積
し
て
い
る
と
感

じ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
な
ど
は
い
い
例
で
あ
る
。

一
人

の
力
で
は
も
う
ど
う
し
よ
う

も
な
い
ほ
ど
複
雑
に
な

っ
て
い
る
。
次

の
世
代
の
も

の
が
、
勉
強
し
て
も
追

い
つ
か
な

い
ほ
ど
、
発
達
し
て
い

る
の
で
は
な
い
か
と
危
倶
し
て
い
る
。

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ
は
社
会
生
活
に
深
く
浸
透
し
て
し
ま

っ
て
い
る
の
で
、

そ
の
知
識

の
伝
達
が
う
ま
く
い
か
な

い
と
、
社
会
そ
の
も

の
ま
で
破
綻
す
る
の
で
は
な
い
か
と
、
心
配
に
な
る

の
で
あ
る
。

　
知
識

の
伝
達
と
い
え
ぱ
、
我

々
は
、
学
ん
だ
お
蔭
で
、
奈
良
時
代
や
平
安
時
代

の
こ
と
を
知

っ
て
い
る
が
、

現
代

の
マ
ヤ
人
は
、
自
分
た
ち
の
過
去
で
あ
る
マ
ヤ
文
明

の
こ
と
を
何
ひ
と
つ
知
ら
な
い
。

い
か
に
知
識
の
伝

達

の
た
め
の
制
度
が
大
切
か
、
私
は

マ
ヤ
人
た
ち
と
の
生
活
で
教
え
ら
れ
た

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
古
典
期
時
代

に
応
用

で
き
る
。
文
明
の
中
心
に
あ

っ
た
支
配
者
層
が
、
文
明
を
維
持
す
る
知
識
の
伝
達
に
失
敗
す
る
と
、
ひ
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と
た
ま
り
も
な
く
崩
壊
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
特
に
マ
ヤ
の
支
配
者
層
は
、
血
縁
関
係
に
あ
る

一

握
り

の
家
族
と
推
定
さ
れ
る
の
で
、
そ
の
弱
さ
は
、
ち

ょ
う
ど
、
血
族
支
配

の
会
社
が
三
代
以
上
続
く
の
は
ま

れ
と
い
っ
た
例
と
よ
く
似

て
い
る
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。

　
文
明

の
盛
衰
が
二
〇
〇
～
三
〇
〇
年
で
起

こ
る
と
い
う

の
は
、
い
ろ

い
ろ
な
文
明
の
歴
史
を
み
れ
ば
、
納
得

い
き
そ
う
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
う
し
た
文
明
が
滅
び
る
必
然
性
は
歴
史
か
ら
は
読
み
取
れ
な
い
。
滅
び
る
と

い
う
こ
と
は
、
端
的
に
言
う
と
、
文
明
を
担

っ
て
き
た
人

々
が
消
滅
す
る
こ
と
で
あ
る
。

マ
ヤ
に
お
い
て
も
、

考
古
学
の
調
査
か
ら
、
全
盛
時
の
九
〇
%
の
人
口
の
喪
失
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
文
明
を
担

っ
た
人
々
が
ほ
か

に
移
動
し
た
証
拠
は
見

つ
か
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
そ
の
人
た
ち
は
滅
ん
で
し
ま

っ
た
と
し
か
考
え
ら
れ
な

い
。
だ
が
、
人
々
は
そ
の
後
も
生
き
続
け
た
証
拠
が
い
ろ
い
ろ
な
場
所
か
ら
見
つ
か

っ
て
い
る
。
明
ら
か
に
そ

の
人
た
ち
は
、
文
明
を
担

っ
て
き
た
支
配
者
と
は
階
層
の
違
う
人
で
あ
り
、
文
明
の
形
成

の
た
め
に
は
、
あ
ら

た
め
て
、
組
織
力
や
政
治
力
等
、
特
別
な
知
識
が
必
要
で
あ
る
か
が
わ
か
る
の
で
あ
る
。

　
最
近
と
い
っ
て
も
、
も
う
二
〇
年
以
上
も
た
つ
が
、
崩
壊
の
原
因
は
単

一
で
は
な
く
、
い
く
つ
か
の
原
因
が

複
合
し
て
マ
ヤ
文
明
は
滅
ん
だ
と
い
う
説
が
好
ま
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。
た
し
か
に
、
単

一
の
原
因
で
は

な
く
、
い
く
つ
か
の
原
因
が
複
雑
に
作
用
し
て
、

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
は
お
こ
っ
た
と
い
う
説

の
方
が
う
ま
く
説

明
で
き
る
。

　
お
そ
ら
く
八
〇
〇
年
を
過
ぎ
る
頃
か
ら
、
天
候
に
異
変
が
起

こ
り
始
め
た
。
ペ
テ
ン
一
帯

は
乾
燥
化
し
始
め
、

農
産
物

の
不
作
が
続

い
た
。
そ
れ
ま
で
、
限
界
と
も
い
え
る
ほ
ど
人
口
が
増
え
、
繁
栄
し
て
い
た
社
会
に
、
そ
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れ
は
大
き
な
打
撃
と
な

っ
た
。
そ
こ
に
害
虫
に
よ
る
農
作
物
の
被
害
が
重
な

っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

　
人
口
の
肥
大
に
よ
る
資
源

の
減
少
、
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
不
作
に
よ
る
栄
養
不
良
は
、
考
古
学
的
に
も
確
か
め

ら
れ
て
い
る
。
体
力
の
低
下
は
生
産
層
の
活
力
を
弱
め
た
ば
か
り
で
な
く
、
病
気
な
ど
に
対
す
る
抵
抗
力
を
低

下
さ
せ
た
で
あ
ろ
う
。
社
会
の
沈
滞
の
ひ
と

つ
の
引
き
金
に
な

っ
た
に
違
い
な
い
。

　
あ
る
い
は
社
会
の
沈
滞
の
方
が
先
に
お
こ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
組
織
と
い
う
も
の
は
安
定
期
に
は
い
る

と
沈
滞
す
る
も
の
で
あ
る
。
成
長
期
か
ら
安
定
期
に
は
い
り
、
や
が
て
沈
滞
期
を
迎
え
る
。
今

の
場
合
、
文
明

と
い
う
よ
り
も
、
社
会
と
い
っ
た
ほ
う
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
そ
の
周
期
と
い
う
の
は
二
〇
〇
～
三
〇
〇

年
く
ら
い
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
沈
滞
し
始
め
た
時
代
に
都
市
間
の
争

い
や
生
産
の
不
調
、
疫
病

な
ど
が
お
こ
る

と
、
弱
り
目
に
た
た
り
目
と
い
お
う
か
、
そ
の
社
会
は
急
激
に
衰
退
に
向
か
う
と
考
え
て
よ

い
の
で
は
な

い
だ

ろ
う
か
。

　
社
会
の
停
滞
、
支
配
力
の
低
下
に
対
し
て
、
支
配
者
は
、
公
共
物

の
建
造
を
こ
こ
ろ
み
る
。
公
共
物
は
、
支

配
力
が
最
高
の
と
き
よ
り
、
む
し
ろ
政
治
的
に
問
題
が
起

こ
っ
た
と
き
や
社
会
が
不
安
定
な

と
き
に
、
建
て
ら

れ
る
。
そ
れ
は
歴
史
の
教
え
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、

マ
ヤ
で
も
確
か
め
ら
れ
る
。
だ
が
そ
れ
は
支
配
の
強
化
に

は
な
ら
ず
、
弱

っ
た
社
会

へ
の
最
後

の
打
撃
と
な
る
。

マ
ヤ
文
明
が
突
然
滅
び
た
よ
う
に
思

え
る
ほ
ど
、
建
築

活
動
、
記
念
碑

の
建
立
停
止
な
ど
が
起

こ
っ
た
の
は
、
そ
れ
が
原
因

の
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　
し
か
し
こ
う
し
た
推
測
を
証
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
も
う
少
し
考
え

る
と
、
我
々
は

な
ぜ

マ
ヤ
文
明
は
滅
ん
だ
の
か
、
と
問
う
て
き
た
が
、
実
は
ど
の
よ
う
に
滅
ん
だ
の
か
を
考
え

て
き
た
に
す
ぎ
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な
い
の
で
あ
る
。
衰
え
て
い
く
プ

ロ
セ
ス
、
過
程
を
考
え
て
き
た
に
す
ぎ
な
い
。
衰
え
る
こ
と
が
不
可
避

の
事

実
で
あ

っ
た
と
し
て
も
、
滅
び
る
必
然
性
が
な
い
こ
と
は
、
日
本
の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
す

ぐ
さ
ま
納
得

い

く
o

　
滅
び
去

っ
た
事
実
が
あ
る
。
そ
の
理
由
が
い
く
つ
か
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
そ
れ
を
証
明
す

る
こ
と
が
で
き

る
で
あ
ろ
う
か
。
証
明
は
タ
イ
ム

マ
シ
ン
に
で
も
の
っ
て
、
そ
の
時
代
に
行

っ
て
み
る
以
外

に
な

い
の
で
は
な

い
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
不
可
能
で
あ
る
か
ら
に
は
、
崩
壊

の
原
因
を
さ
ぐ
る
こ
と
は
で
き
て
も

、
答
え
を
だ
す

こ
と
は
で
き
は
し
な

い
。
答
え
を
だ
し
た
と
思

っ
て
も
、
そ
の
答
え
は
証
明
さ
れ
な

い
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で

の
答
え
と
は
納
得
で
き
る

「
こ
と
ば
」
に
す
ぎ
な
い
。
い
か
に
言
え
ば
人
々
が
納
得
す
る
か
と
い
う
、
型
式
を

探
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
こ
に
自
然
科
学
に
お
け
る
答
え
と
の
大
き
な
違

い
が
あ
る
。
た

と
え
ば
、
ロ
ケ

ッ
ト
が
月
に
と
べ
ば
、
そ
の
た
め
に
考
え
、
仮
定
し
、
そ
し
て
計
算
し
た
こ
と
す
べ
て
が
、
そ

の
こ
と
で
証
明

さ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
わ
れ
わ
れ
は
証
明
で
き
な

い
こ
と
を
考
え
て
き
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は

一
面
で
は
む
な
し
い
こ
と
か
も
し
れ

な
い
。
し
か
し
見
方
を
か
え
れ
ば
、
誰
も
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
答
え
を
も
ち
う
る
と
い
う
こ
と

で
あ
る
。
い
ち
ど

あ
な
た
も
考
え
て
み
て
は
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
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