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「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
国
家

の
起
源

生
態
資
源
、
交
易
、
考
古
学

竹
沢
尚

一
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　こ

　
本
稿

は
、
考
古
学
お
よ
び
民
族
学
的
な
デ
ー
タ
を
用

い
て
、
「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
国
家

の
発
生
過
程
を
論
じ
る
こ
と

に
あ
る
。
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
課
題
に
、
こ
の
よ
う
な
観
点
か
ら
取
り
組
む
の
か
。
私
自
身

の
学
的
経
歴
に

つ
い
て
明
ら
か
に
す
る
こ

と
で
、

そ
の
理
由
を
説
明
し
て
お
こ
う
。

　
私
は

一
九
八

一
年
か
ら
十
数
年
間
、
西
ア
フ
リ
カ
の

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
の
漁
民
社
会

で
民
族
学
的
研
究
を
行

っ
て
き
た
。
そ
れ
は
、

ボ
ゾ
と
呼
ば
れ
る
人
び
と
の
生
業
や
宗
教

シ
ス
テ
ム
、
社
会
生
活
の
基
本
構
造
と
そ
の
変
化
を
、
彼
ら
の
世
界
シ
ス
テ
ム

へ
の
統
合

過
程

に
お
け
る
適
合
や
再
編
成
と
し
て
描
く
試
み
で
あ

っ
た

[竹
沢
　

一
九
八
九
、

一
九
九
七
、

一
九
九
九
a
]。
私

に
と

っ
て
、
現
在

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

を
理
解

す
る
こ
と
は
、
過
去

の
再
構
成
を
抜
き
に
し
て
は
不
可
能
な
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
こ
の
時
期
の
私

の
研
究
は
、
歴
史
的

要
素
を
取
り
込
ん
だ
民
族
学
的
研
究
と
い
う
べ
き
も
の
で
あ

っ
た
。

　
そ
の
後
、
私
は

一
九
九
八
年
か
ら
西
ア
フ
リ
カ
の
マ
リ
共
和
国
で
考
古
学
的
発
掘
調
査
を
実
施
し
て
き
た
。
私
が
研
究
方
法
を
変

更
し
た
理
由
は
、
以
下
の
点
に
あ
る
。

一
般
に
無
文
字
社
会
で
あ

っ
た
西
ア
フ
リ
カ
の
歴
史
を
記
述
す
る
上
で
、
最
も
基
礎
的
な
資

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　ヨ
　

料
と
な

っ
て
き
た
の
は
、
八
～
十
六
世
紀
に
書
か
れ
た
ア
ラ
ブ

の
地
誌
家
や
歴
史
家
の
記
述
で
あ
り
、
十
五
世
紀
以
降
は
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
人
交
易
者
や
植
民
地
行
政
官
が
書

い
た
記
録
で
あ

っ
た
。
こ
れ
ら
の
記
録

の
ほ
と
ん
ど
は
、
短
期
間

の
み
西
ア
フ
リ
カ
に
滞
在
し

iii



写真1　 ノクのテラコッタ像

 

た
商
人
や
行
政
官

の
語
り
を
も
と
に
し
て
書
か
れ
た
も
の
で
あ
る
た
め
、
多
く
の
限
界
を
含
ん
で
い
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
た
と

え
ば
そ
れ
ら
は
、
外
部
の
人
び
と
が
直
接

に
関
与
し
て
い
た
長
距
離
交
易
や
イ
ス
ラ
ー
ム
化
の
進
展
と
い
っ
た
外
在
的
要
因
を
重
視

し
、
そ
こ
に
西
ア
フ
リ
カ
諸
社
会
の
変
化
や
発
展
の
理
由
を
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
い
い
か
え
る
な
ら
そ
れ
ら
は
、
西
ア
フ
リ
カ
の

諸
社
会
の
歴
史
的
変
遷
を
、
内
在
的
発
展
と
し
て
で
は
な
く
、
外
在
的
要
因

に
帰
し
て
説
明
す
る
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。

　
私
が
西
ア
フ
リ
カ
で
考
古
学
調
査
を
始
め
た
の
は
、
外
部
の
視
点
に
よ
る
の
で
は
な
く
、
内
在
的
な
視
点
か
ら
西
ア
フ
リ
カ
史
記

述
の
可
能
性
を
探
る
こ
と
が
必
要
だ
と
考
え
た
た
め
で
あ

っ
た
。
民
族
学
的
手
法
の
ひ
と
つ
で
あ
る
口
頭
伝
承
の
研
究
は
、
時
間
を

深
く
さ
か
の
ぼ
る
こ
と
は
不
可
能
だ
し
、
た
え
ず
話
者
の
現
在

の
視
点
か
ら
の
再
解
釈
を
含
ん
で
い
る
こ
と
や
、
絶
対
年
代
を
同
定
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す
る
こ
と
が
不
可
能

で
あ
る
こ
と
な
ど
、
歴
史

の
再
構
成

の
上
で
い
く
つ
か
の
困
難
を
抱
え
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

一
般
に
無
文
字

社
会
で
あ

っ
た
西
ア
フ
リ
カ
の
過
去
を
再
構
成
す
る
に
は
、

口
頭
伝
承
以
外
の
手
法
を
開
発
す
る
と
と
も
に
、
複
数
の
方
法
を
組
み

合
わ
せ

て
複
合
的

に
研
究
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
な
の
で
あ
る
。

　
な
ぜ

、
内
在
的
な
視
点
を
開
発
す
る
こ
と
が
必
要
な
の
か
。
紙
面
の
関
係
か
ら

一
例

の
み
指
摘
す
る
こ
と
に
し
よ
う
。
こ
れ
ま
で

の
考
古

学
的
な
調
査
研
究
に
よ

っ
て
、
ナ
イ
ジ

ェ
リ
ア
の
ノ
ク
か
ら
、

ニ
ジ

ェ
ー
ル
北
部
の
ブ
ナ
、

マ
リ
中
部
の
内
陸
三
角
州

に
い

た
る
約

二
〇
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
及
ぶ
広
大
な
地
域
で
、
特
徴
あ
る
テ
ラ

コ
ッ
タ
像
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
テ
ラ
コ
ッ

タ
像
は
、
お
よ
そ
B
C
五
世
紀
か
ら
A
D
十
世
紀

に
か
け
て
作
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
、
形
態
上
の
類
似
性
の
み
な
ら
ず
、
内
部

に
火

を
通
す
た
め
に
大
き
な
開
口
部
を
設
け
て
い
る
こ
と
、
強
度
を
増
す
た
め
に
粘
土
に
鉱
石
の
粉
宋
を
混
ぜ
て
い
る
こ
と
な
ど
、
製
造

方
法

の
点
で
も
大
き
な
親
縁
性
を
も

っ
て
い
る

(写
真
1
)。
し
か
も
大
量
に
発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
も
し
ば
し
ば
墓
所
で

発
見
さ
れ
て
い
る
こ
と
な
ど
の
点
か
ら
も
、
当
該
諸
社
会
に
お
い
て
大
き
な
社
会
的

・
宗
教
的
重
要
性
を
も

っ
て
い
た
こ
と
は
疑

い

な
い
。

し
か
し
な
が
ら
、
ア
ラ
ブ
資
料
で
あ
れ
西
洋
の
話
者
で
あ
れ
、
外
部

の
史
料
が
こ
れ
に
言
及
し
た
例
は
皆
無
な
の
で
あ
る
。

こ
の
例

を
ひ
と

つ
と

っ
て
も
、
考
古
学
資
料
の
活
用
は
西
ア
フ
リ
カ
史
の
正
確
な
記
述
の
た
め
に
は
不
可
欠
な
の
で
あ
る
。
こ
れ
ま

で
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
た
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
考
古
学
研
究
を
推
進
す
る
こ
と
は
、
私
た
ち
に
課
せ
ら
れ
た
課
題
と
い
う
こ
と

　
　
　
　ら
　

が
で
き
る
。

　
以
上

の
観
点
に
立

っ
て
、
本
稿
は
私
お
よ
び
他
の
研
究
者
に
よ
る
考
古
学
調
査
の
成
果
を
通
じ
て
、
西
ア
フ
リ
カ
の
過
去
の
再
構

成
を
行

う
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
加
え
て
そ
れ
は
、
民
族
学
的
資
料

か
ら
出
発
し
て
過
去

へ
と
遡
及
す
る
こ
と
を
通
じ
て
、
七
世
紀

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
(6
)

か
ら
十

六
世
紀
に
か
け
て
の

「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
国
家

の
発
生
と
発
展
を
議
論
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
い
る
。
そ
の

意
味
で
本
稿
は
、
歴
史
民
族
学
的
な
研
究
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
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一　

サ
バ
ン
ナ
の
生
態
資
源

の
豊
か
さ

　
私
が
民
族
学
的
調
査
を
行

っ
て
き
た
の
は
、

マ
リ
共
和
国
中
央
部
の

「
ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
内
陸
三
角
州
」
と
呼
ば
れ
る
地
域
で
あ
る
。

西
ア
フ
リ
カ
は
サ

ハ
ラ
砂
漠
か
ら
南
に
向
か

っ
て
、
年
間
降
水
量
が
三
〇
〇
～
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度

の
サ

ヘ
ル

(図
の
ス
テ

ッ
プ
)、

五
〇
〇
～

一
〇
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度

の
乾
燥
サ
バ
ン
ナ
、

一
〇
〇
〇
～
二
〇
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度

の
湿
潤
サ
バ

ン
ナ
、
そ
し
て
ギ

ニ
ア
湾
岸

に
近
い
熱
帯
雨
林
地
帯
と
い
う
ぐ
あ

い
に
、
東
西
に
伸
び
る
帯
状

の
気
候
帯
と
植
生
が
重
な

っ
て
い
る

(図
1
)
。
こ
う
し
た
異
質
な
気
候
帯
と
植
生
を
結
び
合
わ
せ
て
い
る
の
が
、
西
ア
フ
リ
カ
の
諸
文
明
の
母
で
あ
る

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
で

あ
る
。

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
は
ギ

ニ
ア
湾
に
近

い
フ
ー
タ

・
ジ
ャ
ロ
ン
山
地
か
ら
始
ま
り
、

一
路
砂
漠
に
向
か

っ
て
北
東
の
方
向
に
流
れ
、

や
が
て
ト
ン
ブ

ク
ツ
ー
付
近
に
達
す
る
と
大
き
く
湾
曲
し
て
南
東

に
向
か
い
、
ナ
イ
ジ

ェ
リ
ア
で
ギ

ニ
ア
湾
に
注
ぎ
込
ん
で
い
る
。

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
は
全
長
四
五
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
、
ア
フ
リ
カ
第
三
の
河
川
で
あ
る
が
、
高
低
差
は

一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
に
満
た

な

い
。
そ
の
た
め
、
ゆ

っ
く
り
と
流
れ
る
そ
の
水
は
各
地
に
広
大
な
氾
濫
域
を
形
成
し
て
、
西
ア
フ
リ
カ
の
諸
社
会

の
生
業
と
社
会

制
度
の
発
展
に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。

　

そ
の
な
か
で
も
最
も
広
大
な
氾
濫
域
が
、
私
が
調
査
を
行

っ
た

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
内
陸
三
角
州
で
あ
る

(図
1
の
ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
と

バ
ニ
川
の
合
流
地
点
付
近
)。
上
流
に
降

っ
た
雨
が
こ
の
地
域

に
達
す
る
九
月
か
ら
十
二
月

に
か
け
て
、
幅

一
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、

長
さ

一
五
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
と
い
う
広
大
な
地
域
が
氾
濫
水

に
よ

っ
て
覆
わ
れ
る

(そ
の
広
が
り
は
九
州
と
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
が
、
近

年
の
あ
い
つ
ぐ
旱
魃
と
ダ
ム
の
建
設
に
よ
っ
て
そ
の
範
囲
は
減
少
し
て
い
る
)。

一
般
に
西
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
は
生
態
資
源
の

多
様
性
と
豊
か
さ
を
も

っ
て
お
り
、
そ
の
こ
と
は
、
こ
の
地
で
さ
ま
ざ
ま
な
作
物
が
栽
培
化
さ
れ
た
と
多
く
の
研
究
者
が
考
え
て
い

134「中世 」西 アフ リカにお ける国家 の起源



図1西 アフ リカの気候 図 とニジェール川

る
こ
と
に
示
さ
れ
て

い
る

[竃
ξ
α
oo
犀
H霧
㊤
旧
℃
o詳
騨
Φω
一霧
9

中
尾

一
九
六
六

闘
=
巴

き

一㊤
。。N]。
こ
の
地
で
栽
培
化
さ
れ
た
の
は
、
穀
物

と
し
て
、
グ
ラ
ベ
リ

マ
稲
、
ト
ー
ジ
ン
ビ

エ
、
ソ
ル
ガ
ム
、
フ
ォ
ニ
オ

な
ど
で
あ
り
、
ほ
か
に
ゴ

マ
や
カ
リ
テ
な
ど

の
油
化
植
物
、
バ
ン
バ

ラ

・
ビ
ー
ン
ズ
や
サ
サ
ゲ
な
ど
の
マ
メ
科
、
オ
ク
ラ
や
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
な

　
　
　
　
　
　
　
(7
)

ど
の
果
菜
類
で
あ
る
。
豊
か
な
西
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
の
な
か
で
も
、

こ
の
内
陸
三
角
州
は
特
に
生
態
資
源
に
恵
ま
れ
て
お
り
、
こ
の
地
で
栽

培
化
さ
れ
た
グ
ラ
ベ
リ

マ
稲
の
栽
培
の
ほ
か
に
、
漁
業
、
牧
畜
、
畑
作

な
ど
の
多
様
な
生
業

シ
ス
テ
ム
の
発
展
を
見
た
。
そ
れ
に
基
づ
い
て
、

こ
の
地

で
は
古
く
か
ら
手
工
業

の
発
展
と
人
口
の
増
大
が
実
現
さ
れ
て

き
た
の
で
あ
る
。

　
内
陸
三
角
州
で
は
自
然
氾
濫
を
利
用
し
た
稲
作
が
古
く
か
ら
行
わ
れ

て
お
り
、
そ
れ
を
単
独
に
栽
培
し
、
あ
る
い
は
畑
作
と
組
み
合
わ
せ
る

こ
と
で
、
安
定
し
た
収
量
が
確
保
さ
れ
た
。
ま
た
、
こ
の
稲

の
茎
や
イ

ネ
科

の
雑
草
は
牛
や
羊
の
飼
料
と
な
る
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ら
の
家
畜

の
成
長
と
再
生
産

に
大
き
く
貢
献
し
て
き
た
。
内
陸
三
角
州
が
生
み
出

す
こ
れ
ら
の
飼
料
は
、
そ
の
外
部

の
土
地
が
乾
燥
の
ピ
ー
ク
を
迎
え
る

十
二
月
以
降
に
利
用
可
能
と
な
る
の
で
、
牧
畜

に
と

っ
て
は
と
り
わ
け

効
果
的
な
も
の
で
あ

っ
た
。
し
か
も
、
内
陸
三
角
州
で
飼
育
さ
れ
た
家

資源人類学07　生態資源と象徴化135



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

畜
は
大
量
の
糞
を
残
し
、
こ
れ
が
氾
濫
水
に
よ

っ
て
溶
解
す
る
こ
と
で
水
を
富
栄
養
化
し
、
そ
れ
に
よ

っ
て
魚
が
成
長
し
て
き
た
。

こ
の
よ
う
に
し
て
内
陸
三
角
州

の
諸
社
会
は

(こ
の
こ
と
は
、
強
度
は
劣
る
が
西
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
に
共
通
す
る
も
の
で
あ

る
)、
さ
ま
ざ
ま
な
生
態
学
的
条
件
と
人
間
の
諸
活
動
を
有
機
的
に
組
み
合
わ
せ
る
こ
と
で
豊
か
な
生
活
を
築

い
て
き
た
の
で
あ
る
。

そ
の
こ
と
は
、

一
九
六
〇
年

の
マ
リ
共
和
国
の
独
立
以
来

の
数
年
間
、

マ
リ
の
全
輸
出
品
目
中

の
第
二
位
と
第
四
位
を
、
内
陸
三
角

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

州
の
主
要
産
品
で
あ
る
家
畜
と
加
工
魚
が
占
め
て
い
た
こ
と
が
示
す
と
お
り
で
あ
る

[竹
沢
　

一
九
八
九

"
八
七
三
]。

　
内
陸
三
角
州
の
諸
社
会

の
生
業
形
態

の
特
徴
は
、

エ
ヴ
ァ
ン
ズ
H
プ
リ
チ

ャ
ー
ド
が

『ヌ
ア
ー
族
』
で
描

い
た
よ
う

に
、
同

一
集

団
が
農
業
と
牧
畜
と
漁
業
を
並
行
し
て
行
う
の
で
は
な
く

[
エ
ヴ
ァ
ン
ズ
ーー
プ
リ
チ
ャ
ー
ド
　

一
九
七
△

、
生
業

に
よ

っ
て
社
会
集

団
が
分
化
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
漁
猟
民
集
団
で
あ
る
ボ
ゾ
、
牧
畜
民
の
フ
ル
ベ
、
米
作
民
で
あ
る
マ
ル
カ
や
リ

マ
イ
ベ
、
ト
ー

ジ
ン
ビ

エ
や
ソ
ル
ガ
ム
の
畑
作
民
で
あ
る
バ
ン
バ
ラ
と
ド
ゴ
ン
と
い
う
よ
う

に
、
生
業
の
違

い
が
言
語
も
行
動
様
式
も
文
化
も
異
な

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　り
　

る
集
団
を
生
み
出
し
て
き
た
。
こ
う
し
た
事
実
が
内
陸
三
角
州

の
文
化
的
多
様
性
を
生
み
出
し
て
き
た
の
で
あ
り
、
な
か
で
も
ド
ゴ

ン
と
バ
ン
バ
ラ
は
、
仮
面
を
と
も
な
う
葬
送
儀
礼
や
、
豊
か
な
神
話
を
も

つ
イ

ニ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
結
社
の
存
在
に
よ

っ
て
よ
く
知
ら

れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
の
民
族
学
者

マ
ル
セ
ル

・
グ
リ
オ
ー
ル
ら
に
よ
る
そ
の
宗
教
シ
ス
テ
ム
の
研
究
は
、
世
界

の
人
類
学
史
に
お

け
る
最
大

の
貢
献
の
ひ
と

つ
に
数
え
ら
れ
る
ほ
ど
の
も
の
で
あ
る

[グ
リ
オ
ー
ル
　

一
九
八

一
]。

　

そ
の
ほ
か
、
漁
業
民
ボ
ゾ
は
宗
教
的
特
徴
に
お
い
て
は
乏
し
い
が
、
「穴
か
ら
出

て
き
た
」
と

い
う
起
源
伝
承
を
も

つ
こ
と
が
示

す
よ
う

に
、
内
陸
三
角
州
の
最
初

の
住
人
と
し
て
自
他
と
も
に
認
め
て
お
り
、
伝
承
や
民
話
な
ど
の
口
承
文
芸
の
豊

か
さ
を
も

っ
て

い
る

[竹
沢
　

一
九
九
九
b
]。

一
方
、

マ
ル
カ
は
安
定
し
た
米
作

に
よ

っ
て
得
ら
れ
る
余
剰
と
時
間
を
商
業
ネ

ッ
ト
ワ
ー
ク
の
建
設

に
振
り
分
け
る
こ
と
で
、
大
西
洋
沿
岸
か
ら

ベ
ヌ

エ
川

・
チ
ャ
ド
湖
に
い
た
る
、
西
ア
フ
リ
カ
全
体
を
結
び
合
わ
せ
る
商
業
ネ
ッ
ト

ワ
ー
ク
を
建
設
し
て
き
た

[竹
沢
　

一
九
八
八

"
坂
井
　
二
〇
〇
三
]。
さ
ら
に
牧
畜
民

フ
ル
ベ
は
、
こ
の
地
方

の
富
の
主
要
形
式

で

あ
る
牛

の
飼
育
を
行
う
ほ
か
、
特

に
十
八
世
紀
以
降
ジ

ハ
ー
ド
を
宣
言
し
て
、
西
ア
フ
リ
カ
各
地
の
イ
ス
ラ
ー
ム
国
家
の
建
設

に
貢
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献
し
て
き
た

[しU
p
簿

O
鋤
ひq
9

巳
・。出
。

　
こ
の
よ
う
に
サ
バ
ン
ナ
の
生
態
資
源
の
豊
か
さ
は
　
　
こ
こ
で
豊
か
さ
と
い
う
の
は
、
栽
培
種
や
飼
育
家
畜
な
ど
の
種
の
多
様
性

で
あ
り
、
そ
れ
が
も
た
ら
す
生
産
力
の
高
さ
で
あ
る
　
　
、
文
化
的
多
様
性
を
、
い
い
か
え
る
な
ら
文
化
的
象
徴
化
作
用
の
豊
か
さ

を
実
現

し
て
き
た
の
で
あ
る
。
テ
ラ
コ
ッ
タ
像
が
発
見
さ
れ
て
い
る
の
も
こ
の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
に
限
ら
れ
て
お
り
、
ノ
ク
の
テ
ラ
コ

ッ
タ
像
が
B
C
五
世
紀
頃

に
始
ま
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
見
て
も
、
こ
の
地
帯

の
文
化
的
象
徴
化
作
用
の
豊
か
さ
が
古
く
か
ら
実

現
さ
れ

て
き
た
こ
と
は
確
実

で
あ
る
。

ニ
　
サ
ヘ
ル
の
生
態
資
源
の
貧
困
と
政
治
的
象
徴
化
の
進
展

　
サ

ハ
ラ
砂
漠

の
南
縁
地
帯
を
サ

ヘ
ル
と
い
う
。
ア
フ
リ
カ
の
東
海
岸
を
ス
ワ
ヒ
リ
と
呼
ぶ
の
と
お
な
じ
で

「岸
辺
」
、
す
な
わ
ち

サ

ハ
ラ

と
い
う
砂

の
海
の
岸
辺
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
。
サ

ヘ
ル
の
年
間
降
水
量
は
三
〇
〇
～
五
〇
〇
ミ
リ
メ
ー
ト
ル
程
度
と

少
な
く
、
そ
の
た
め
水
の
集
ま
る
低
地
で
乾
燥
に
強

い
ト
ー
ジ
ン
ビ

エ
の
栽
培
が
よ
う
や
く
可
能
な
ほ
か
は
、

マ
メ
科
の
栽
培
も
果

菜
類
の
栽
培
も
見
ら
れ
な
い
。
井
戸
は

一
般
に
五
十
～
七
十
メ
ー
ト
ル
と
深
く
、
移
動
し
な
が
ら
乏
し

い
草
を
食

べ
さ
せ
る
牛
や
羊
、

ラ
ク
ダ

の
遊
牧
が
主
要
な
生
業
で
あ
る
。
年
間
を
通
じ
て
降
水
量
の
変
動
が
少
な
い
た
め
、
生
態
資
源
の
多
様
性
と
絶
対
量
に
乏
し

く
、
農
業
や
牧
畜

の
生
産
力
も
低
い
の
で
、
人
口
も
少
な
い
。
そ
う
し
た
生
態
資
源
の
乏
し
さ
に
比
例
す
る
か
た
ち
で
、
こ
の
地
帯

の
文
化
的
象
徴
化
作
用
も
あ
ま
り
豊
か
で
は
な
い
。
秘
密
結
社
や
複
雑
な
仮
面
儀
礼

の
存
在
は
こ
れ
ま
で
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
な

い

し
、
過
去
の
国
家
建
設
に
つ
な
が
る
歴
史
伝
承
を
除
け
ば
、
口
頭
伝
承
も

一
般
に
豊

か
で
な

い
。
ま
た
、
テ
ラ
コ
ッ
タ
像
が
発
見
さ

れ
て
い
な

い
こ
と
が
示
唆
す
る
よ
う
に
、
文
化
的
象
徴
化
作
用
の
乏
し
さ
は
お
そ
ら
く
過
去
か
ら

つ
づ

い
て
き
た
事
実
で
あ
る
。
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と

こ

ろ

が

奇

妙

な

こ

と

に
、

西

ア

フ
リ

カ

で
最

初

に
国

家

の
存

在

が

確

認

さ

れ

て

い
る

の
は

こ

の

サ

ヘ
ル
地

帯

な

の

で
あ

る
。

西

ア

フ

リ

カ

に

言

及

し

た

最

初

の

ア

ラ

ビ

ア

語

史

料

で
あ

る

八

世

紀

半

ば

の

ア

ル

・
フ

ァ

ザ

ー

リ

ー

(巴
-
閃
四
鼠

包

や

九

世

紀

の

ア

ル

・
ク

ワ

ー

リ

ズ

ミ

ー

(鋤
一1
一(
び
二
≦
鋤
『一N
ヨ
剛)

は
、

西

ア

フ
リ

カ

の
サ

ヘ

ル
地

帯

に
、

ザ

ガ

ワ

(N
餌
ひq
冨

竃
鋤
)
と

ガ

ー

ナ

(O
冨

轟

)

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(11
)

と

ガ

オ

(O
鋤
。
、

し
ば

し
ば

内
①
芝
冨

芝

と
呼
ば

れ

る
)

の

三

つ

の
王

国

が

存

在

す

る

と

し

て

い

る

[0
ぎ

ρ

一
零
9

轟

念

]
。

そ

の
後

、

西

ア

フ

リ

カ

の
北

西

部

に
位

置

し
、

当

時

と

し

て

は

世

界

最

大

級

の
金

の
産

出

地

を

後

背

地

と

し

て

も

っ
て

い

た

ガ

ー

ナ

王

国

は

、

九

世

紀

か

ら

十

二

世

紀

に

か

け

て

西

ア

フ

リ

カ

で
最

も

有

力

な

国

家

で

あ

り

つ
づ

け

た

。

た

と

え

ば

、

ア

ル

・
イ

ド

リ

シ

(餌
〒

置
『
邑

)

は

二

五

四
年

に

つ
ぎ

の
よ

う

に
書

い

て

い
る

。

ガ

ー

ナ

は

川

の

両

側

に
建

設

さ

れ

た

二

つ
の

都

市

か
ら

な

っ
て

い

る
。

そ

れ

は

ス

ー
ダ

ー

ン

(ア

ラ
ビ

ア
語

で

「
黒
人

の
国

」

の

意

)

で
最

も

広

く

、

最

も

人

口

が
多

く

、

最

も

商

業

的

な

都

市

で

あ

る
。

そ

こ

に

は

マ
グ

レ
ブ

の

さ

ま

ざ

ま

な

国

や

、

そ

の

近

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

(12
)

く

の
国

々

か

ら

巡

回

商

人

が

や

っ
て
く

る
。

こ

の
国

の
住

人

は

ム

ス

リ

ム

で
あ

る
。

…

…

王

は

ナ

イ

ル
川

の

ほ

と

り

に
、

て

い

ね

い

に
造

ら

れ

た

立

派

な

王
宮

を

も

っ
て

い
る

。

そ

の
内

部

は

さ

ま
ざ

ま

な

彫

刻

や
絵

画

、

ガ

ラ

ス
製

品

で
飾

ら

れ

て

い
る

。

こ

の
王

宮

の
建

設

は

イ

ス

ラ

ー

ム
暦

の
五

一
〇

年

(
=

一
六
～

一

=

七
年

)

の

こ

と

で

あ

る
。

こ

の

王

国

の
領

土

は

ワ

ン

カ

ラ

国

の

領

土

に

つ
づ

い

て

い
る

。

ガ

ー

ナ

の

国

は

金

の
国

で

あ

り
、

そ

の

量

の
多

さ

と
質

の
高

さ

で

よ

く

知

ら

れ

て

い
る

[O
⊆
o
ρ
H
零
9

一
し。
ω
、

カ

ッ

コ
内

は
竹
沢

]
。
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一
方
、
ガ
ー
ナ
の
東
七
〇
〇
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
に
位
置
す
る
ガ
オ
は
、
サ
ハ
ラ
砂
漠
各
地

に
残
る
岩
壁
画
を

つ
な
ぐ
こ
と
で
確
認
さ

れ
る

「戦
車

の
道
」

(こ
れ
は
西
暦
紀
元
前

一
〇
〇
〇
年
頃
か
ら
存
在
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
)
が

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
に
ぶ
つ
か
る
地
点

で
あ
る
な
ど

[】「げ
o什Φ
】.㊤㎝○○]、
太
古
か
ら
北
ア
フ
リ
カ
と
西
ア
フ
リ
カ
を
結
ぶ
交
易
路
の
終
点
で
あ

っ
た
。
ま
た
そ
れ
は
有
史
時
代



過去1万5000年 の西北 アブ り力の気候 変動(基 準線が現在の平均値、上が

湿潤)[McIntosh　 1998]

図2

に
な

っ
て
も
、
ア
ラ
ビ
ア
語
史
料
に
お
い
て
つ
ね
に
そ
の
王
国

の
存

在
が
確
認
さ
れ
る
な
ど
、
西
ア
フ
リ
カ
全
土
で
も

一
、
二
の
重
要
性

を
も

つ
都
市

で
あ

っ
た
。
ガ
ー
ナ
王
国
が
乾
燥
化
に
よ

っ
て
十
二
世

紀
以
降
滅
亡
し
た
の
に
対
し
、

ニ
ジ

ェ
ー
ル
川
の
豊
か
な
水
量

に
よ

っ
て
支
え
ら
れ
た
ガ
オ
は
そ
の
後
も
繁
栄
を
維
持
し
た
。
な
か
で
も

十
五
～
十
六
世
紀
に
は
、
西
ア
フ
リ
カ
史
上
最
大

の
版
図
を
も
つ
国

家
、
ガ
オ
帝
国
を
建
設
す
る
に
い
た

っ
た
の
で
あ
る
。

　
こ
う
し
た
サ

ヘ
ル
の
諸
国
家
に
対
し
、
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
の
国
家

の
成
立
は
き
わ
め
て
遅
か

っ
た
。
サ
バ
ン
ナ
に
お
け
る
諸
国
家

の
成

立
は
、
十
三
～
十
五
世
紀
に
最
盛
期
を
迎
え
た
マ
リ
帝
国
を
除
け
ば
、

よ
う
や
く
十
七
世
紀
に
な

っ
て
で
あ

っ
た
。
大
西
洋
沿
岸
で
奴
隷
貿

易
が
盛
ん
に
な

っ
た
た
め
に
経
済

の
重
点
が
サ

ヘ
ル
か
ら
南

の
サ
バ

ン
ナ
や
森
林
地
帯
に
移

っ
た
こ
と
、
奴
隷
狩
り
を
容
易
に
す
る
た
め

に
鉄
砲
な
ど
の
武
器
が
導
入
さ
れ
た
た
め
、
そ
の
入
手
に
容
易
な
沿

岸
地
方

に
諸
国
家
が
建
設
さ
れ
た
こ
と
、
な
ど
が
そ
の
主
要
因
で
あ

っ
た
。
サ
バ
ン
ナ
地
帯
の
最
初

の
国
家
で
あ
る

マ
リ
帝
国

に
し
て
も
、

そ
の
絶
頂
期
で
あ
る
十
三
～
十
五
世
紀
は
歴
史
的
に
見
て
最
も
乾
燥

し
た
時
期
で
あ
り
、
サ
バ
ン
ナ
と
い
う
よ
り
サ

ヘ
ル
的
な
気
候
帯
に

属
し
て
い
た
可
能
性
は
高

い

(図
2
)。
か
く
し
て
西
ア
フ
リ
カ
の
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古
王
国
は
、
生
態
資
源

の
豊
か
な
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
は
な
く
、
そ
れ
の
乏
し
い
サ

ヘ
ル
地
帯
で
成
立
し
、
そ
の
覇
権
が
サ
バ
ン
ナ
地

帯
を
広
く
覆

っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

三
　
国
家
の
発
生
を
め
ぐ
る
議
論
と
考
古
学

　
考
古
学
は
、
物
質
文
化

か
ら
出
発
す
る
こ
と
、
農
業
や
牧
畜
を
は
じ
め
、
手
工
業
、
交
易
な
ど
の
生
産
諸
力
の
発
展
を
重
視
す
る

こ
と
、
生
産
諸
力
か
ら
出
発
し
て
社
会
的
関
係
を
理
解
し
よ
う
と
す
る
こ
と
な
ど
の
点
で
、
唯
物
史
観
と
親
縁
性
を
も

っ
て
い
る
。

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
史
観
に
と

っ
て
の
重
要
な
課
題
の
ひ
と
つ
が
、
国
家
を
揚
棄
す
る
た
め
に
国
家

の
発
生
過
程
を
論
じ
る
こ

と
で
あ

っ
た
よ
う
に
、
考
古
学
に
と

っ
て
も
主
要
な
関
心
の
ひ
と
つ
は
国
家
の
発
生
過
程
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
に
あ
る
。
社
会
集

団
間
の
葛
藤
と
闘
争
を
社
会
変
化
の
主
要
要
因
と
見
な
す

マ
ル
ク
ス
主
義
は
、
私
有
財
産
制
と
奴
隷
制
に
よ
る
階
級
の
出
現
が
、
階

級
闘
争
の
抑
圧
装
置
と
し
て
の
国
家
の
発
生
を
要
請
し
た
と
解
釈
し
た

[
エ
ン
ゲ
ル
ス
　

一
九
六
五
]。

一
方
、
社
会
的
対
立
を
奴
隷

制
に
で
は
な
く
、
牧
畜
民
と
農
民
の
対
立
に
求
め
た
の
が
オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ

マ
ー
で
あ

っ
た
。
移
動
と
武
力

に
富
む
牧
畜
民
が

「鈍
重

な
」
農
民
を
支
配
し
た
と
こ
ろ
に
、
最
初

の
国
家
が
成
立
し
た
と
考
え
た
の
で
あ
る

[オ
ッ
ペ
ン
ハ
イ
マ
ー
　

一
九
七
七
]。

　

一
方
、

マ
ル
ク
ス
主
義
的
な
唯
物
史
観

に
立
脚
し
な
い
研
究
者
は
、
国
家
の
発
生
を
集
団
間
の
対
立
で
は
な
く
、
生
産
諸
力
の
管

理
と
統
制
に
求
め
る
傾
向
が
あ
る
。
そ
の
代
表
が
、
潅
概
施
設
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
と
そ
の
た
め
の
集
団
問

の
調
停
を
国
家
発
生
の
基

礎
と
し
た
ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ

ル
の
水
利
国
家
論

で
あ

っ
た

[ウ
ィ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ゲ
ル
　

一
九
九

二
。
ま
た
、
長
距
離
交
易

に
よ
る

奢
修
品
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
を
国
家
成
立

の
メ
ル
ク
マ
ー
ル
と
す
る
ポ
ラ
ン
ニ
ー
や
コ
ク
リ
ー
1ー
ヴ
ィ
ド

ロ
ヴ
ィ
ッ
チ
ら
の
議
論

[ポ

ラ
ン
ニ
ー
　

一
九
八
〇

"
勺
。
冨
身

一霧
ご
0
。
ρ器
曼
-<
己
「。
<
一8
げ
お
8
]、
く
り
返
さ
れ
る
神
殿
建
設
に
お
け
る
人
員
と
観
念

の
動
員
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　お
　

を

重

視

す

る

わ

が

国

の

ア

ン
デ

ス
研

究

も

[関

　

二
〇
〇

六
]
、

基

本

的

に

は

お

な

じ

視

点

に
立

っ
て

い
る

。

　

こ

れ

ら

の
解

釈

を

踏

ま

え

た

上

で
、

私

た

ち

の

眼

を

「
中

世

」

の
西

ア

フ

リ

カ

に
向

け

る

こ
と

に

し

よ

う

。

生

態

資

源

の
豊

か

さ

に
恵

ま

れ

た

サ

バ

ン

ナ

の
諸

社

会

は
、

古

く

か

ら

き

わ

め

て
高

度

な

生

産

力

を

実

現

し

て

い
た

こ

と

が

明

ら

か

に

さ

れ

て

い

る
。

内

陸

三

角

州

南

部

の
ジ

ャ
や

ジ

ェ
ン

ネ

の
遺

跡

か

ら

は

、

紀

元

前

五
～

三

世

紀

頃

か

ら

、

栽

培

化

さ

れ

た
稲

と

、

牛

お

よ

び

羊

/

山

羊

の
骨

、

大

量

の
魚

の
骨

、

鉄

と

ス

ラ
グ

が

出

土

し

て

い
る

。

鉄

の
原

料

は
内

陸

三

角

州

に

は

存

在

し

な

い

の

で
、

こ

れ

は

そ

の
外

部

か
ら

も

た

ら

さ

れ

て

い
た

は

ず

で
あ

り

、

数

百

キ

ロ

メ

ー

ト

ル
離

れ

た

地

点

を

結

ぶ
地

域

内

交

易

が

盛

ん

で
あ

っ
た

こ

と

の
証

拠

と

な

っ
て

い
る

[ζ
o
ぎ
8
ωげ
鋤
コ
α
ζ
o
ぎ
8

ωげ

お
。。
O
旧
じo
Φ
α
Φ
四
⊆
卑

四
ド
b。
O
O
①
]
。

　

こ
う

し

た

産

業

の
多

様

化

に

よ

っ
て

、

地

域

内

人

口
も

増

大

し

た

は
ず

で

あ

る

。

実

際

、

ジ

ェ
ン

ネ

近

郊

の
ジ

ェ

ノ
遺

跡

は

、

A

D

四
～

八

世

紀

に

は

人

口

一
万

を

超

え

る
現

在

の

ジ

ェ
ン
ネ

と

お
な

じ

だ

け

の
広

が

り

を

も

っ
て

い
た

こ

と

が

確

認

さ

れ

て

い
る

。

ま

た

、

そ

の
周

囲

に

は

、

漁

業

、

鍛

冶

、

土

器

作

り

、

織

物

な

ど

に
特

化

し

た
衛

星

集

落

を

と

も

な

っ

て

い
た

こ

と

も

確

実

と

さ

紅

魏

[ζ
O
一口
け
O
ω
げ
　9
b
[α
　ζ

O
H]P
辞O
ωげ
　
H
㊤
OQ
O
]
。

こ

の
よ

う

に
人

口

の
集

中

と

職

業

分

化

を
実

現

し

た
、

直

径

一
キ

ロ
メ

ー

ト

ル

を
超

え

る
巨

大

遺

跡

は

、

内

陸

三

角

州

と

そ

の
周

辺

地

域

に
十

以

上

存

在

し

て

お

り

[菊
節
一ヨ
σ
①
鋤
⊆
一け
Φ
叶
ω
四
口
○
ひQ
O
一
㊤
㊤
一
]
、

サ

バ

ン

ナ
地

帯

の

生

産

力

の
高

さ

を

裏

づ

け

て

い
る
。

　

し

か

し

奇

妙

な

こ

と

に
、

内

陸

三

角

州

お

よ

び

そ

の
周

辺

地

域

か

ら

は

、

国

家

な

い
し

高

度

な
社

会

的

成

層

化

の
痕

跡

は

ど

こ

に

も

確

認

さ

れ

て

い
な

い
。

マ

ッ
キ

ン
ト

ッ

シ

ュ
ら

の

二
十

年

に
わ

た

る

発

掘

に
よ

っ
て

も

、

ジ

ェ
ノ
遺

跡

か
ら

は

、

社

会

的

成

層

化

の

メ

ル

ク

マ

ー

ル
と

な

り

う

る

大

規

模

な

建

造

物

は

発

見

さ

れ

て

お

ら

ず

、

ジ

ヤ

の

発

掘

に

お

い

て
も

お

な

じ

で

あ

る

[
じu
Φ
α
Φ
雲

卑

鋤
一.
N
O
8

]
。

こ

う

し

た

こ

と

か

ら

、

ジ

ェ
ン
ネ

・
ジ

ェ
ノ
遺

跡

で
長

年

に
わ

た

っ
て

発

掘

に
従

事

し

た

ロ
デ

リ

ク

.
マ

ッ
キ

ン
ト

シ

ュ
は

、

サ

バ

ン

ナ

地

帯

で

は

平

準

化

メ

カ

ニ
ズ

ム
が

強

く

働

い

て

い
た

た

め

に
社

会

の
成

層

化

が

実

現

さ

れ

な

か

っ
た

と

し

て
、

こ

れ

を

西

ア

フ

リ

カ

の

サ

バ

ン
ナ

地

帯

の
社

会

の
固

有

の
特

徴

と
考

え

て

い

る

[罎

O
H]p
什O
ωげ
　
目
㊤
㊤
OQ
]
。

こ

れ

を

私

た

ち

の
問

題

意

識
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に
近
づ
け
る
な
ら
、
サ
バ
ン
ナ
地
帯
の
社
会
で
は
、
職
業
分
化
や
農
耕
の
発
展
が
可
能
に
し
た
余
剰
生
産
は
平
準
化
メ
カ

ニ
ズ
ム
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　お
　

備
え
た
文
化
的
象
徴
化
作
用
に
振
り
向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
高
度
な
社
会
的
成
層
化
に
結
び

つ
か
な
か

っ
た
と

い
う
こ
と
に
な
る

で
あ
ろ
う
。

　
こ
れ
と
対
照
的
な
の
が
サ

ヘ
ル
地
帯

で
あ
る
。

一
般
に
サ
ヘ
ル
地
帯
の
遺
跡
は
規
模
が
小
さ
く
、
個
々
の
遺
跡
の
深
度
も
浅
く
、

直
径
が

一
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
を
超
え
る
遺
跡
は
ほ
ぼ
皆
無
で
あ
る

[菊
巴
ヨ
ぴ
$
⊆
犀
餌
ω
四昌
。
ひq
。
H㊤㊤
昌
。
ま
た
、
こ
れ
ま
で
衛
星
集
落
が

確
認
さ
れ
た
こ
と
も
な
い
し
、
遺
跡

の
数
そ
の
も
の
が
サ
バ
ン
ナ
地
帯
に
比

べ
て
い
ち
じ
る
し
く
限
ら
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
が
こ
の

サ

ヘ
ル
地
帯

で
こ
そ
、
中
世
の
ア
ラ
ブ
史
料
が
明
ら
か
に
し
て
い
る
よ
う
に
、
遅
く
と
も
A
D
八
世
紀

に
は
複
数
の
国
家
が
成
立
し

て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
サ

ヘ
ル
各
地
で
行

っ
た
私
た
ち
の
考
古
学
調
査
が
裏
づ
け
て
き
た
も
の
で
も
あ

っ
た
。

四
　
私
た
ち
の
考
古
学
調
査
の
成
果

t42「中世」西ア フリカにおける国家の起源

 

1

ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
で
の
成
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
お
　

　
私
た
ち
の
考
古
学
調
査
は
、

一
九
八
八
年
以
来
サ

ヘ
ル
地
帯

の
数
ヵ
所
で
行
わ
れ
た
。
私
た
ち
が
サ
バ
ン
ナ
で
は
な
く
サ

ヘ
ル
を

選
ん
だ
の
は
、
以
下
の
理
由
に
よ
る
。
こ
れ
ま
で
西
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
は
新
石
器
時
代

の
遺
跡
が
確
認
さ
れ
て
い
な
い

こ
と
、
そ
れ
ゆ
え
農
業
の
起
源
や
鉄
製
造
の
起
源
を
は
じ
め
、
国
家
の
発
生

に
い
た
る
考
古
学
の
主
要

テ
ー
マ
を
論
ず
る
に
は
、
サ

ヘ
ル
地
帯

で
の
発
掘
が
必
要
と
判
断
し
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
う
ち
、
二
〇
〇
二
年
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
六
年
の
発
掘
は
、

マ

リ
共
和
国
東
部
の
ガ
オ
市
お
よ
び
そ
の
近
郊
で
実
施
さ
れ
た
。
ガ
オ
は
、
先
史
時
代
か
ら

つ
づ
く

「戦
車
の
道
」
の
終
点
で
あ
る
こ



と
、
ア
ラ
ビ
ア
語
文
献
で
く
り
返
し
言
及
さ
れ
る
ほ
ど
の
重
要
性
を
も

っ
て
い
る
こ
と
、
そ
れ
に
比
較
し
て
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
考

古
学
発
掘
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
、
こ
の
地
で
発
掘
を
行

っ
た
理
由
で
あ
る
。

　
最
初

に
紹
介
す
る
の
は
、
二
〇
〇
二
年

に
ガ
オ
市
近
郊
の
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
で
行

っ
た
発
掘

の
成
果
で
あ
る
。
こ
れ
は
ガ
オ
市
の

東
部
七

キ
ロ
メ
ー
ト
ル
の
と
こ
ろ
に
あ
る
遺
跡
で
あ
り
、
東
西
に
約
四
〇
〇
メ
ー
ト
ル
、
南
北

に
約
六
〇
〇
メ
ー
ト
ル
の
小
高

い
マ

ウ
ン
ド

を
も
つ
遺
跡
で
あ
る
。
そ
の
北
側
に
は
ア
ラ
ビ
ア
語
の
碑
文
を
も

つ
イ
ス
ラ
ー
ム
墓
地
が
あ
り
、
そ
れ
は
A
D

一
〇
八
八
年

か
ら

一
二
六
五
年
ま
で
使
わ
れ
て
い
た
こ
と
が
確
認
さ
れ
て
い
る

冨
=
αq
ぽ

一零
押
冨
。墨
①ω
守

同冨
ω
一㊤8
]。
こ
の
遺
跡
は
ガ
ラ
ス
製

ビ
ー
ズ

が
大
量
に
出
土
す
る
た
め
に
徹
底
的
な
盗
掘

の
対
象
と
な

っ
て
お
り

(推
計
で
は
二
〇
〇
〇
以
上
の
盗
掘
穴
が
存
在
す
る
)、
私

た
ち
と
し
て
も
発
掘
可
能
な
箇
所
を
見

つ
け
る
の
が
困
難
で
あ

っ
た
。
よ
う
や
く
中
央
の
最
も
高
い
部
分
と
、
そ
の
北
側
の
斜
面
に

発
掘
可
能
な
箇
所
を
見

つ
け
、
そ
れ
ぞ
れ
二
×
三
メ
ー
ト
ル
と
、
三
×
三
メ
ー
ト
ル
の
発
掘
を
並
行
し
て
行

っ
た
。

　
遺
跡

の
北
側
の
斜
面

の
大
半
は
ゴ
ミ
捨
て
場
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
ら
し
く
、
発
掘
か
ら
は
大
量

の
土
器
や
ビ
ー
ズ
の
破
片
が

発
見
さ
れ
た
反
面
、
建
造
物
の
痕
跡
は
存
在
し
な
か

っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
遺
跡
中
央
部

の
発
掘
か
ら
は
、
長
方
形

の
日
干
し
レ
ン

ガ
を
用

い
た
堅
固
な
建
造
物
が
二
層

に
わ
た
っ
て
発
見
さ
れ
た
。
ま
た
、
粘
土
で
作

っ
た
小
さ
な
仕
切
り
が
あ

っ
た
が
、
そ
の
内
部

に
は
風

化
し
た
米
が
大
量
に
存
在
し
、
穀
物
倉
と
し
て
利
用
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
わ
か

っ
た
。
そ
の
他
、
二
つ
の
発
掘

か
ら
は
、
綿

糸
の
製

造
に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
紡
錘
車
に
加
え
、
五
〇
〇
点
を
超
え
る
銅
、
ガ
ラ
ス
、
鉄
、
土
器
製
の
ビ
ー
ズ
が
発
見
さ
れ

た
。
ま
た
、
こ
の
二
つ
の
発
掘
か
ら
は
大
量
の
瓶
型
土
器
が
出
土
し
て
い
る
が

(全
体
の
約
四
十
五
%
)、
こ
れ
ま
で
西
ア
フ
リ
カ
に

お
け
る
発
掘
か
ら
は
瓶
型
土
器
は
ほ
と
ん
ど
出
土
し
て
お
ら
ず
、
こ
の
点
は
き
わ
め
て
興
味
深

い
も
の
で
あ
る
。
放
射
性
炭
素

の
分

析
か
ら
は
、
A
D
八
～
十
世
紀
と
い
う
数
字
が
得
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
遺
跡
の
北
側

に
は
十

一
～
十
三
世
紀
の
碑
文
を
も

つ
墓
碑

が
あ
る

の
で

[ζ
O『蝉
Φω
聞
①
「凶9
ω　H㊤
㊤O]、
こ
の
遺
跡
の
全
体
は
八
～
十
三
世
紀
と
考
え
る
の
が
適
切
で
あ
ろ
う
。

　

こ
れ
ま
で
西
ア
フ
リ
カ
で
発
掘
さ
れ
た
最
古

の
長
方
形

の
日
干
し
レ
ン
ガ
は
A
D
十
三
世
紀
以
降
で
あ
り
、
八
～
十
世
紀
と
見
ら
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れ
る
地
層
か
ら
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
。
そ
の
他
、
こ
れ
ま
で
西
ア
フ
リ
カ
で
発
見
さ
れ
た
な
か
で
は
最
古
の
紡
錘
車
が

出
土
し
た
こ
と
、
ガ
ラ
ス
製
ビ
ー
ズ
の
い
く
つ
か
は
製
造
途
中
の
も
の
で
あ
り
、
ガ
ラ
ス
の
溶
解

に
用
い
ら
れ
た
と
思
わ
れ
る
小
型

の
る

つ
ぼ
が
三
十
個
ほ
ど
発
見
さ
れ
た
こ
と
、
き
わ
め
て
特
徴
あ
る
形
態
を
し
た
銅
の
小
板
が
大
量
に
出
て
い
る
こ
と
、
サ
バ
ン
ナ

に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
瓶
型
土
器
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
も
、
他
の
遺
跡
と
比
較
し
た
と
き
の
こ
の
遺
跡
の
際
立

っ
た
特

徴

で
あ
る
。

　
サ
バ
ン
ナ
に
位
置
す
る
ジ

ェ
ノ
遺
跡
で
は
、
粘
土
を
丸
め
て
固
め
た
日
干
し
レ
ン
ガ
が
十
二
世
紀
ま
で
用
い
ら
れ
て
い
た
と
さ
れ

て
お
り
、
瓶
型
土
器
は
存
在
せ
ず
、
ガ
ラ
ス
や
銅
製
品
の
よ
う
な
長
距
離
交
易
の
痕
跡
も
ほ
と
ん
ど
存
在
し
な
い

[ζ
。ぎ
8
昏
　
俸

ζ
。ぎ
8
筈

一㊤。。
O]。
こ
れ
ら
の
こ
と
は
、
サ

ヘ
ル
に
位
置
す
る
こ
の
遺
跡
と
の
あ
い
だ
の
文
化
的
断
絶
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
こ
れ

ほ
ど
の
文
化
的
断
絶
の
存
在
は
、
地
域
的
差
異
や
社
会
的
成
層
化

の
度
合
い
の
違

い
に
帰
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。
こ
の
遺
跡
の

住
人
は
熱
帯
ア
フ
リ
カ
の
黒
人
系
で
は
な
く
、
北
ア
フ
リ
カ
か
ら
の
交
易
者
11
手
工
業
者
で
あ

っ
た
と
考
え
た
方
が
、
よ
り
蓋
然
性

は
高
い
で
あ
ろ
う
。

　
も
し
こ
の
解
釈
が
正
確

で
あ
る
と
す
れ
ば
、
A
D
八
～
十
世
紀
と
い
う
早

い
時
期
に
、
西
ア
フ
リ
カ
の
サ

ハ
ラ
以
南

の
土
地
に
北

ア
フ
リ
カ
住
人
の
コ
ロ
ニ
ー
が
建
設
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
の
有
力
な
説
に
よ
れ
ば
、
西
ア
フ
リ
カ
と
北
ア
フ
リ
カ

の
交
易
路
が
活
発
化
し
た
の
は
、
北
ア
フ
リ
カ
で
イ
ス
ラ
ー
ム
化
が
定
着
し
、
安
定
し
た
社
会
的
制
度
を
つ
く
り
出
し
た
西
暦
八
世

紀
以
降
、
と
り
わ
け
九
～
十
世
紀
以
降
と
考
え
ら
れ
て
い
る

[U
Φ<
一ωωΦ
一曾
・。
旧
口
§
書
警

一㊤㊤㊤
"
×
×
×
一く
]
。
こ
れ
に
対
し
、
八
世
紀

に
す
で
に
ガ
オ
近
辺
に
北

ア
フ
リ
カ
住
人
の
コ
ロ
ニ
ー
が
成
立
し
て
い
た
と
す
れ
ば
、
イ
ス
ラ
ー
ム
化
が
北
ア
フ
リ
カ
に
根
づ
く
以

前

に
、
サ

ハ
ラ
縦
断
交
易
は
か
な
り
の
頻
度
を
も

っ
て
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
以
上
の
点
で
、
こ
の
ガ
オ

・
サ
ネ
で
の
発
掘

の
成
果
は
、
サ

ハ
ラ
縦
断
交
易
に
つ
い
て
の
従
来

の
理
解
を
大
き
く
変
え
る
可
能
性
を
も

っ
て
い
る
。
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ガオ遺跡の発掘現場(2004年 撮影)写真2

2

ガ
オ
市
内
で
の
発
掘
の
成
果

　

一
方
、
二
〇
〇
四
年
、
二
〇
〇
六
年
の
発
掘
は
ガ
オ
市
内
で
行

わ
れ
た
。
ガ
オ
市
に
は
、
十
五
世
紀

の
王
ア
ス
キ
ア

・
ム
ハ
ン
マ

ド
が
建
設
し
た
と
い
う
巨
大
な
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
状

の
建
造
物
が
あ
り
、

こ
れ
は
今
日
ま
で
残

っ
て
、
二
〇
〇
五
年
に
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
て
い
る
。
ガ
オ
の
建
設
は
そ
れ
よ
り
古
く
、
た
と
え
ば

=
二
二

四
年
に
マ
リ
帝
国
最
盛
期
の
王
カ
ン
カ
ン

・
ム
ー
サ
が
メ
ッ
カ
巡

礼
を
し
た
帰
途
に
立
ち
寄
り
、

モ
ス
ク
を
建
設
し
た
と

い
う
記
録

と
口
頭
伝
承
が
存
在
す
る

[国
ω-Q。
暁
α
=

㊤
。。一日
一凸
。
そ
の
た
め
、

ガ
オ
の
旧
市
街
地
に
は
カ
ン
カ
ン

・
ム
ー
サ
の
モ
ス
ク
跡
と
さ
れ

る
、
約
二
〇
〇
メ
ー
ト
ル
四
方
の
土
地
が
空
き
地

の
ま
ま
今
日
ま

で
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
私
た
ち
は
こ
の
空
間
を
新
た
な
発

掘
地
と
し
て
選
択
し
た
。

　
こ
の
土
地

の
表
面
を
広
い
範
囲

に
わ
た

っ
て
清
掃
し
、
注
意
深

く
観
察
し
て
い
っ
た
と
こ
ろ
、
建
物

の
基
礎
石
と
思
わ
れ
る
石
が

数
列
に
わ
た

っ
て
存
在
し
て
い
る
こ
と
を
確
認
し
た
。
そ
の
う
ち

の

一
ヵ
所
、
平
た
い
石
が
平
行
に
並
ん
で
い
る
箇
所
で
発
掘
を
開

始
し
た
と
こ
ろ
、
そ
の
結
果
は
私
た
ち
の
予
想
も
し
な
い
も
の
で
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あ

っ
た
。
私
た
ち
が
掘
り
出
し
た
の
は
、
東
翼
三
十
七

・
五
メ
ー
ト
ル
、
奥
行
き
十
五
メ
ー
ト
ル
と

い
う
巨
大
な
総
石
造
り
の
建
造

物
で
あ

っ
た

(西
側
に
は
現
在
建
造
物
が
建
っ
て
お
り
、
発
掘
は
不
可
能
で
あ
る
)。

　
こ
の
建
造
物
は
丸

い
石
と
平
た
い
石
を
組

み
合
わ
せ
て
作
ら
れ
て
お
り

(写
真
2
)、
内
部
に
い
く

つ
も
の
小
部
屋
が
設
け
ら
れ

て
い
る
の
で
、
モ
ス
ク
で
は
な

い
こ
と
は
確
実
で
あ
る
。
入
り
口
の
部
分
は
、
サ

ハ
ラ
以
南
で
は
希
少
な
焼
き
レ
ン
ガ
で
装
飾
さ
れ

て
お
り
、
石
作
り
の
壁

の
幅
は

一
般

に

一
メ
ー
ト
ル
程
度
で
、
最
も
厚
い
と
こ
ろ
で

一
・
ニ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
今
日
建
て
ら
れ
て
い

る
家
は
、
日
干
し

レ
ン
ガ
を
用

い
た
壁
の
厚
さ
が
約
四
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
も
の
な
の
で
、
こ
の
建
造
物
は
石
造
り
で
あ
る
こ
と

を
考
慮

す
れ
ば
、
そ
の
五
倍
か
ら
十
倍

の
強
度
を
も

っ
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
今
日
の
建
物
が
三
メ
ー
ト
ル
の
高
さ
を
も

っ
て
い
る

こ
と
を
考
え
る
な
ら
、
十
メ
ー
ト
ル
を
優
に
超
え
る
高
さ
の
建
造
物
で
あ

っ
た
と
推
測
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
日
干

し
レ
ン
ガ
を
用
い
た
建
造
物

の
う
ち
、
西
ア
フ
リ
カ
に
存
在
す
る
最
大

の
も
の
は
ジ

ェ
ン
ネ
の
モ
ス
ク
で
あ
り
、
両
翼
七
十

五
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
が
十
ニ
メ
ー
ト
ル
あ
る
。
お
そ
ら
く
そ
れ
と
同
等
の
規
模
を
も

つ
、
こ
れ
ま
で
に
西
ア
フ
リ
カ
に
存
在
し
た
最

大
級
の
建
造
物
で
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
石
が
ど
こ
か
ら
運
ば
れ
て
き
た
の
か
は
い
ま
だ
確
認
さ
れ
て
い
な
い
が
、
ガ
オ
市
近
辺
に
は

こ
の
種

の
石
が
存
在
し
な
い
と
こ
ろ
か
ら
、
遠
方
か
ら
舟
な

い
し
家
畜
を
用

い
て
搬
出
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。

　
こ
の
建
造
物
内
外

の
出
土
品
と
し
て
は
、
北
ア
フ
リ
カ
な
い
し
中
東
産
と
思
わ
れ
る
ガ
ラ
ス
製
容
器
や
磁
器
片
、
七
〇
〇
〇
点
を

超
え
る
輝
石
や
ガ
ラ
ス
製
の
ビ
ー
ズ
が
見

つ
か

っ
て
お
り
、
サ

ハ
ラ
砂
漠
を
越
え
て
ラ
ク
ダ

の
背
で
ガ
ラ
ス
製
容
器
が
運
ば
れ
て
い

た
と
す
れ
ば
、
こ
れ
も
比
類

の
な

い
富
と
権
力
の
存
在
を
示
唆
す
る
も

の
で
あ
る

(写
真
3
)。
ま
た
、
銅

の
装
飾
品
が
十
数
点
見

つ
か

っ
た
ほ
か

(写
真
4
)、
鉄
に
銅

の
象
嵌
を
は
め
込
ん
だ
鉄
製

の
刀
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
土
器
に
つ
い
て

い
え
ば
、
ガ
オ

・

サ
ネ
遺
跡

に
特
徴
的
な
、
表
側
と
裏
側
に
溝
を
入
れ
た
土
器
や
黄
土
色
の
彩
色
を
施
し
た
土
器
が
見

つ
か

っ
た
ほ
か
、
マ
ッ
キ
ン
ト

ッ
シ
ュ
に
よ

っ
て
チ
ャ
イ
ナ
と
名
づ
け
ら
れ
た
赤
茶
色
の
厚

い
粕
薬
を
施
し
た
土
器
、
さ
ら
に
内
陸
三
角
州
北
側
の
湖
地
方
に
特
有

と
さ
れ
る
黒
色
の
土
器
が
出
土
し
て
い
る
。
ガ
オ
と
内
陸
三
角
州
は
六
〇
〇
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
以
上
離
れ
て
い
る
の
で
、
ガ
オ
が

ニ
ジ
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エ
ー
ル
川

を
媒
介
と
し
た
広
域
的
な
交
易
の
中
心
地
で
あ

っ
た
こ
と
は
疑

い
な
い
。

　

一
方
、

ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡

の
出
土
品
と
比
較
す
る
と
、
か
な
り
の
差
異
が
あ
る
こ
と
が
確
認
さ
れ
る
。
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡

の
土
器

の
特
徴
で
あ
る
瓶
型
土
器

の
出
土
が
限
ら
れ
て
い
る
こ
と
、
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
に
は
な
い
銅
の
装
飾
品
は
存
在
す
る
が
、
銅

の
貨
幣

写真3　 ガオ遺跡 から出土 したガラス製容器(9～10世 紀の もの と

　 　　　推測 される)

写真4　 ガオ遺跡か ら出土 した銅製品。服飾 品?
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で
あ

っ
た
と
思
わ
れ
る
銅
片
の
出
土
が
少
な
い
こ
と
、
鉄
製
品
は
存
在
す
る
が
ス
ラ
グ
が
存
在
し
な
い
こ
と
な
ど
で
あ
る
。
そ
の
反

面
、
土
器
の
形
状
に
は
親
縁
性
が
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
建
造
物
が
建
設
さ
れ
た
の
は
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
と
ほ
ぼ
同
時
代
で
あ

る
が
、

二
つ
の
遺
跡
を
占
め
て
い
た
の
は
、
文
化
的
か
社
会
階
層
的

に
異
な
る
二

つ
の
集
団
で
あ

っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
前
者
の
場

合
に
は
、
ガ
オ
遺
跡
の
住
人
は
黒
人
系
、
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
は
北
ア
フ
リ
カ
系
と
い
う
違

い
で
あ
り
、
後
者

の
場
合
に
は
、
ガ
オ
遺

跡
の
王

な
い
し
政
治
権
力
者
に
対
す
る
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
の
イ
ス
ラ
ー
ム
交
易
者

日
手
工
業
者
と
い
う
違

い
で
あ
る
。

　
十
～
十

一
世
紀
の
ア
ラ
ブ
史
料
は
、
ガ
オ
に
は
二
つ
の
都
市
が
あ
り
、
東
側

の
都
市
に
は
イ
ス
ラ
ー
ム
交
易
者
が
住
み
、
西
側
の

都
市
に
は
現
地
の
王
が
居
住
す
る
と
し
て
い
る
。
た
と
え
ぼ
九
九
〇
年
の
ア
ル

・
ム

ハ
ラ
ッ
ビ
ー

(鋤
〒
ζ
嘗
巴
冨
9

の
記
録
は
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
書
い
て
い
る
。

ガ
オ
は
黒
人
の
国
で
あ
り
、
都
市
の
名
前
で
あ
る
。
こ
の
国
の
王
は
イ
ス
ラ
ー
ム
教
徒
で
あ
る
と
称
し
、
住
民
の
大
半
も
そ
う

で
あ
る
。
川

の
東
側
に
王
は
サ
ル
ナ
ー
ト

(お
そ
ら
く
サ
ネ
を
さ
す
)
と

い
う
都
市
を
も

っ
て
い
る
。
こ
れ
は
商
人
の
都
市
で
あ

る
。
各
地
か
ら
そ
こ
に
商
人
が
や

っ
て
く
る
。
川
の
西
側
に
王
は
別
の
都
市
を
も

っ
て
お
り
、
そ
こ
に
は
彼
と
そ
の
兵
士
、
信

頼
す
る
人
び
と
が
住
ん
で
い
る
。
そ
こ
に
は
モ
ス
ク
も
あ
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
都
市

の
あ

い
だ
に
、
金
曜
日
の
礼
拝

の
た
め
の

土
地
が
あ
る

[0
8
ρ
一
㊤『卸
ミ
]。
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さ
ら

に

一
〇
六
八
年
の
ア
ル

・
バ
ク
リ
ー

(鋤
〒
じd
鋳
邑

の
書
も
、
ガ
オ
に
は
二
つ
の
都
市
が
あ
り
、

一
方
は
王
と
そ
の
臣
下
の

住
む
王
都
で
あ
り
、
他
方
は
イ
ス
ラ
ー
ム
交
易
都
市
で
あ
る
と
言
明
し
て
い
る

[〇
二
。ρ
一零
α」

O。。
山
8
]。
こ
う
し
た
ア
ラ
ブ
史
料

に
よ
る

二
重
都
市
の
存
在
は
、
私
た
ち
の
発
掘
に
よ

っ
て
確
認
さ
れ
た
と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。
な
お
、
こ
の
建
造
物
の
建
設
時
期
に

つ
い
て

い
え
ば
、
全
体
の
発
掘
が
完
了
し
て
い
な

い
の
で
放
射
性
炭
素

の
分
析
は
行

っ
て
い
な
い
。
し
か
し
、
出
土
し
た
磁
器
の
い



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　レ
　

く

つ
か
は
、
北
ア
フ
リ
カ
に
十
～
十
二
世
紀

に
栄
え
た
フ
ァ
ー
テ
ィ
マ
朝

(あ
る
い
は
そ
れ
以
前
)
の
も

の
で
あ
る
可
能
性
が
き
わ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　　
　

め
て
高

く
、
ガ
ラ
ス
製
容
器
に
つ
い
て
は
、
九
～
十
世
紀
の
イ
ス
ラ
ー
ム

・
ガ
ラ
ス
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
こ
の
遺

跡
か
ら
出
土
す
る
土
器
が
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
の
そ
れ
と
共
通
性
が
高
い
と
こ
ろ
を
見
て
も
、
ほ
ぼ
同
時
代
の
、
十
世
紀
前
後
の
建
造

物
と
考

え
て
大
き
な
間
違

い
は
あ
る
ま
い
。

　
西
ア
フ
リ
カ
の
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
、
こ
れ
ほ
ど
古

い
時
期
に
、
し
か
も
石
造
り
の
大
規
模
建
造
物
が
発
見
さ
れ
た
こ
と
は
こ
れ
ま

で
報
告

さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
意
味
で
も
今
回
の
発
見
は
き
わ
め
て
大
き
な
意
味
を
も

っ
て
い
る
。
ガ
オ
市
付
近
に
は
存
在
し
な
い

石
を
用

い
て
建
造
物
が
建
設
さ
れ
て
い
る
こ
と
、
建
造
物
の
規
模
が
並
外
れ
て
大
き
い
こ
と
、
ガ
ラ
ス
製
容
器
や
磁
器
片
、
銅
や
鉄

製

の
装
飾
品
、
大
量
の
ガ
ラ
ス
や
輝
石
の
ビ
ー
ズ
と
い
っ
た
高
価
な
輸
入
品
が
出
土
し
て
い
る
こ
と
な
ど
は
、
強
大
な
権
力
の
存
在

を
示
唆
す
る
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
私
た
ち
は
こ
れ
が
過
去
の
王
宮

で
あ

っ
た
と
解
釈
し
て
い
る
。
西
ア
フ
リ
カ
考
古
学
は
い
ま

だ

「中
世
」
以
前

の
王
宮
を
発
掘
し
た
こ
と
が
な
い
の
で
、
も
し
私
た
ち
の
解
釈
が
正
し

い
と
す
れ
ば
、
今
回
の
発
見
は

「中
世
」

西
ア
フ
リ
カ
の
王
宮
の
初
め
て
の
発
掘
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
今
後
、
西
ア
フ
リ
カ
考
古
学
の
最
大
の
成
果
の
ひ
と
つ
に
数

え
ら
れ

る
は
ず
の
も
の
で
あ
る
。

五
　
サ

ヘ
ル
/
サ
バ
ン
ナ

「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
の
国
家
建
設
に
関
す
る
解
釈

　
以
上

の
発
掘
成
果
を
踏
ま
え
て
、
私
が
本
稿
で
考
え
た
い
の
は

つ
ぎ
の
点

で
あ
る
。
生
態
資
源
の
豊

か
な
サ
バ
ン
ナ
地
帯
で
は
国

家
が
発
達
せ
ず
、
逆
に
生
態
資
源

の
乏
し
い
サ

ヘ
ル
地
帯
で
国
家
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
社
会
的
階
層
化
が
生
じ
た
の
は
な
ぜ
か
、

と
い
う

こ
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
い
い
か
え
る
な
ら
、
サ
バ
ン
ナ
地
帯
の
諸
社
会
が
も

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
強
力
な
平
準
化
メ
カ

ニ
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ズ
ム
を
、
な
ぜ
サ

ヘ
ル
の
諸
社
会
は
も
た
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
で
あ
る
。

　
サ
バ
ン
ナ
地
帯
に
位
置
す
る
ジ

ェ
ン
ネ
や
ジ

ャ
で
の
発
掘
と
、
私
た
ち
が
行

っ
た
ガ
オ

・
サ
ネ
お
よ
び
ガ
オ
市
内

の
発
掘
を
比
較

す
る
と
き
、
最
大
の
違

い
は
長
距
離
交
易
に
結
び

つ
く
出
土
品

の
多
寡
で
あ
る
。

マ
ッ
キ
ン
ト
ッ
シ
ュ
ら
は
数
十
年
に
わ
た

っ
て
ジ

ェ
ン
ネ
近
辺
で
発
掘
を
行

っ
て
い
る
が
、
発
掘
か
ら
は
数
点

の
ガ
ラ
ス
製
ビ
ー
ズ
し
か
発
見
さ
れ
て
お
ら
ず
、
西
ア
フ
リ
カ
で
希
少

な
銅
製
品
の
出
土
も
き
わ
め
て
限
ら
れ
て
い
る
。

一
方
、
私
た
ち
の
ガ
オ

・
サ
ネ
遺
跡
の
調
査
で
は
、
二
ヵ
所
あ
わ
せ
て
十
五
平
方

メ
ー
ト
ル
の
発
掘
か
ら
五
〇
〇
点
を
超
え
る
ガ
ラ
ス
製
や
銅
製
、
土
器
製
の
ビ
ー
ズ
を
発
見
し
て
お
り
、
こ
れ
は
西
ア
フ
リ
カ
考
古

学
と
し
て
は
例
外
的
な
多
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
ガ
オ
市
内

の
発
掘
で
は
、
七
〇
〇
〇
点
を
超
え
る
ガ
ラ
ス
製
や
輝
石
製

の
ビ
ー
ズ
が

出
土
し
て
お
り
、
ほ
と
ん
ど
前
例
を
見
な
い
ほ
ど
の
多
さ
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ガ
オ
市
の
発
掘
で
発
見
さ
れ
た
ガ
ラ
ス
製
容
器
は
こ

れ
ま
で
西
ア
フ
リ
カ
で
は
報
告
さ
れ
た
こ
と
が
な

い
も
の
で
あ
り
、
磁
器
片
の
発
見
も
ガ
オ
市
を
含
め
た
サ

ハ
ラ
お
よ
び
サ

ヘ
ル
の

遺
跡
か
ら
数
点
報
告
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る

[じu
Φ詳
三
臼

一㊤㊤
メ
ぎ
ω。
=
一8
Σ
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
サ
バ
ン
ナ
地
帯
と
サ
ヘ
ル
地

帯
と
で
は
、
生
態
資
源

の
豊

か
さ
の
違

い
と
と
も

に
、
長
距
離
交
易
の
影
響
が
圧
倒
的
に
違

っ
て
い
る
こ
と
が
確
実

で
あ
る
。

　

長
距
離
交
易
と
国
家

の
発
生
と
の
関
連
性
は
、
先

に
も
述

べ
た
よ
う
に
、

こ
れ
ま
で
考
古
学
や
歴
史
学
で
し
ば
し
ば
論
じ
ら
れ
て

き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
ら
の
議
論
は
長
距
離
交
易
と
国
家
の
発
生

の
相
関
性
を
論
じ
て
い
る
だ
け
で
、
両
者

の
あ

い
だ
の
関

係
性
を
論
理
的
に
説
明
す
る
に
は
い
た

っ
て
い
な
い
。
国
家
な
い
し
そ
れ
に
準
ず
る
社
会
的
成
層
化

の
出
現
と
、
長
距
離
交
易

の
存

在
の
、

い
ず
れ
が
時
代
的

・
論
理
的
に
先
行
す
る
か
さ
え
明
ら
か
に
さ
れ
て
は
い
な
い
の
で
あ
る
。

　

私
と
し
て
は
、
「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
国
家
建
設

の
プ

ロ
セ
ス
に
つ
い
て
、
生
態
学
的
条
件
と
長
距
離
交
易

の
存
在
を

手
が
か
り
に
し
て
、

つ
ぎ
の
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
サ

ヘ
ル
地
帯
の
諸
社
会
は
、
最
初
に
見
た
よ
う
に
生
態
資
源
に
恵
ま
れ
て
お
ら

ず
、
そ

の
た
め
希
少
な
資
源
を
め
ぐ

っ
て
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
や
す
い
状
況
に
あ

っ
た
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
は
、
生
態
資
源
に

恵
ま
れ
た
サ
バ
ン
ナ
地
帯
の
諸
社
会
で
は
、
資
源
の
獲
得
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
発
生
す
る
必
要
が
存
在
せ
ず
、
平
準
化
メ
カ
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ニ
ズ
ム
が
十
分
に
機
能
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。

　

サ
バ

ン
ナ
地
帯
で
は
、
豊
か
な
生
態
資
源
を
宗
教
儀
礼
な
ど
の
文
化
的
象
徴
化
作
用

に
振
り
当
て
て
お
り
、
そ
の
こ
と
で
経
済

的

.
社
会
的
格
差
の
出
現
を
予
防
し
て
い
た
と
同
時
に
、
長
距
離
交
易
の
産
品

に
対
す
る
需
要
も
少
な
か

っ
た
で
あ
ろ
う
。
と
り
わ

け
ド
ゴ

ン
社
会

に
代
表
さ
れ
る
よ
う
な
仮
面
儀
礼
が
盛
ん
に
行
わ
れ
た
社
会
で
は
、
人
び
と
の
価
値
は
鮮
や
か
な
造
形
を
も

つ
仮
面

や
彫
像

に
向
け
ら
れ
て
い
た
た
め
、
長
距
離
交
易
に
よ
る
ビ
ー
ズ
や
ガ
ラ
ス
製
品
が
導
入
さ
れ
た
と
き
に
も
、
そ
の
影
響
は
限
ら
れ

て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
資
源
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
や
す
か

っ
た
と
同
時
に
、
文
化
的
象
徴
化
作
用
の
乏

し
か

っ
た
サ

ヘ
ル
地
帯
の
諸
社
会

で
は
、
長
距
離
交
易
が
も
た
ら
す
ガ
ラ
ス
製
品
な
ど
の
産
品
は
た
だ
ち
に
重
要
な
富
と
し
て
迎
え

ら
れ
、

そ
れ
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
を
生
じ
さ
せ
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
。

　
西
ア

フ
リ
カ
の
経
済
史
が
示
し
て
い
る
の
は
、
ポ
ラ
ン
ニ
ー
の

「交
易
港
」
の
概
念
が
示
す
よ
う
な
、
交
換
経
済
と
贈
与
経
済
の

二
重
性

で
あ
る

[ポ
ラ
ン
ニ
ー
　

一
九
八
〇
]。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
社
会
文
化
シ
ス
テ
ム
の
な

か
に
埋
め
込
ま
れ
た
贈
与
経
済
が
平
準

化
メ
カ

ニ
ズ
ム
に
結
び

つ
く

一
方
で
、
交
換
経
済
の
導
入
は
そ
れ
を
破
壊
す
る
可
能
性
を
も

っ
て
い
た
。
そ
の
た
め
、
伝
統
的
な
権

威

に
基
礎
を
お
く
地
域
的
な
権
力
な
い
し
社
会
統
合
メ
カ

ニ
ズ
ム
は
、
交
易
拠
点
を
村
落

の
外
部

に
お
く
の
が

一
般
的
で
あ

っ
た
。

「交
易
港

」
の
概
念
が
示
す
の
は
そ
れ
で
あ
る
が
、
サ
バ
ン
ナ
の
諸
都
市

で
も
、
ジ

ェ
ン
ネ
は
外
部

の
交
易
者
を
町
の
な
か
に
入
れ

る
こ
と
な
く
、
東
側
の
丘
に
と
ど
め
お
い
た
と
さ
れ
て
い
る

[ζ
。一耳
。
ωげ
卿

ζ
2
鼻
。ωげ
一㊤。。
一"
b。昌
。
ア
ラ
ブ
史
料
が
伝
え
る
交
易

都
市
と
王
都
の
二
重
性
は
、
先

に
見
た
よ
う
に
、
ガ
オ
の
み
な
ら
ず
ガ
ー
ナ
王
国
に

つ
い
て
も
言
及
さ
れ
て
お
り
、
外
部
社
会
と
の

交
易

の
影
響
が
社
会
が
有
す
る
内
的
な
権
威
構
造
や
統
合
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
破
壊
さ
せ
な
い
た
め
の
配
慮
は
、
こ
の
よ
う
な
か
た
ち
で

広
く
存

在
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　
村
落

の
内
部
に
立
ち
入
る
こ
と
を
禁
じ
ら
れ
て
い
た
外
部

の
交
易
者
と
、
平
準
化
メ
カ

ニ
ズ
ム
を
も

つ
村
落
社
会
と
を
結
ぶ
仲
介

　
　
　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　　
　

者
と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
が
、

マ
ン
デ
諸
社
会

で

一
般
に
ジ
ャ
テ
ィ
ギ

(す
昌
叶凶笹

"
直
接
的
に
は

「屋
敷
の
主
」
の
意
)
と
呼
ば
れ
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る

一
種

の
ブ

ロ
ー
カ
ー
で
あ

っ
た

[℃
①「一]Pσ
鋤5P　
一㊤OQO
]。
こ
れ
は

一
般

に
、
伝
統
的
な
宗
教
的
権
威
と
集
団
的
合
意

に
よ

っ
て
支
え

ら
れ
る
首
長
や
長
老
と
は
別
の
、
若
く
て
能
力

の
あ
る
存
在
が
な
る
職
務

で
あ

っ
た
。
こ
の
よ
う
な
二
重
性
を
採
用
す
る
こ
と
で
、

村
落
社
会
は
外
部
か
ら
や

っ
て
く
る
物
質
的
お
よ
び
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
的
な
影
響
が
そ
の
内
部
に
及
ぶ
こ
と
を
最
小
限
度
に
食

い
止
め

る

一
方

で
、
長
距
離
交
易
が
も
た
ら
す
富

の
享
受
を
可
能

に
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
し
か
し
な
が
ら
、
長
距
離
交
易
が
そ
の
社
会
的

・
経
済
的
影
響
を
増
す
に
つ
れ
、
ジ
ャ
テ
ィ
ギ
と
伝
統
的
権
威
と
の
あ

い
だ
の
葛

藤
は
増
大
し
て
い
っ
た
は
ず

で
あ
る
。
こ
の
葛
藤
に
、
ジ
ャ
テ
ィ
ギ
と
伝
統
的
権
威
者
の
い
ず
れ
が
勝
利
を
収
め
た
か
は
明
ら
か
で

は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
葛
藤
か
ら
、
合
意
に
も
と
つ
く
伝
統
的
な
宗
教
的

・
政
治
的
権
威
構
造
と
は
異
質
な
、
新
た
な
権
力
構
造

が
生
じ

た
こ
と
は
十
分
に
推
測
可
能
で
あ
る
。
し
か
も
、
サ
ハ
ラ
を
横
断
す
る
長
距
離
交
易
産
品
を
入
手
し
や
す
か

っ
た

一
方
で
、

希
少
な
生
態
学
的
資
源
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
生
じ
や
す
い
状
態
に
あ

っ
た
サ

ヘ
ル
地
帯
で
は
、
そ
の
調
停
の
た
め
に
強
大
な

政
治
権
力

の
出
現
が
つ
ね
に
要
請
さ
れ
て
い
た
で
あ
ろ
う
。
か
く
し
て
、
生
態
資
源
を
め
ぐ
る

コ
ン
フ
リ
ク
ト
と
、
長
距
離
交
易

の

産
品
を
め
ぐ
る
コ
ン
フ
リ
ク
ト
が
複
合
し
た
と
き
、
「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
諸
国
家

の
誕
生
が
促
さ
れ
た
の
で
は
な
い
か
。
以
上
が
、

歴
史
的

文
献
と
民
族
学
デ
ー
タ
、
お
よ
び
考
古
学
発
掘

の
成
果
を
踏
ま
え
た
、
「中
世
」
西
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
国
家
の
成
立
に
関

す
る
私

の
解
釈
で
あ
る
。

　
私
た
ち
の
発
掘
は
、
二
年

の
休
止
を
お
い
て
二
〇
〇
六
年
よ
り
再
開
さ
れ
て
い
る
。
建
造
物
の
全
容
を
掘
り
出
す
こ
と
、
ガ
ラ
ス

製
品
や
磁
器
片
、
銅
製
品
な
ど
の
出
土
品
の
よ
り
詳
細
な
分
析
を
行
う
こ
と
、
出
土
品
や
放
射
性
炭
素
分
析
に
よ
る
建
造
年
代

の
明

確
化
な
ど
が
、
本
年
度
以
降

の
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
課
題
に
応
え
て
い
く
こ
と
で
、
国
家

の
発
生
を
め
ぐ
る
人
類
学
的

.
考
古

学
的
課
題
に
応
え
る
と
同
時

に
、
西
ア
フ
リ
カ
史
の
書
き
直
し
に
大
き
く
貢
献
し
て
い
き
た
い
。
そ
れ
が
私
た
ち
の
調
査
研
究
が
め

ざ
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
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註(
1
)　

歴
史

的

経
過

の
異

な

る
西

ア
フ
リ

カ

に
、

ヨ
ー

ロ
ッ
パ
史

学

な
ど

で
作
ら

れ

た

「
中

世
」

の
概
念

を
適

用

す
る

の

は
正

確

で
は

な

い

　
　

が
、

こ

こ
で

は
単

に
時

間
的

な

目
安

と
し

て

こ
の
語

を
用

い
る
。

こ

の
語
が

指
示

す

る

の
は
、
西

ア

フ
リ

カ

の
サ

ヘ
ル
地

帯

に
諸

王
国

　
　

が
誕
生

し

た
A

D
七

世
紀

か
ら

一
六

世
紀

で
あ

る
。

(
2
)　

私

の
最

初

の
印

刷
論

文

の
ひ
と

つ
は
、

西

ア
フ
リ

カ
原
産

の
グ

ラ

ベ
リ

マ
稲

の
栽
培
史

の
観
点

か
ら

、
西

ア

フ
リ

カ
の
歴
史

を
書

き

　
　

直

そ
う

と
し

た
も

の
で
あ

っ
た

[竹

沢
　

一
九

八

四
]
。

(
3
)　

こ
れ
ら

の
史
料

に

つ
い
て

は
、
そ

れ
ぞ

れ
詳
細

な
註

を

つ
け

て
、
仏

訳

お
よ
び

英
訳

が
刊

行

さ
れ

て

い
る

[〇
二
〇
ρ
　

一
零
仰
　
い
Φ
<
中

　
　

N
一〇
昌
鋤
昌
α
=
o
O
匹
霧

一
㊤
。。
昌

。

(
4
)　

「中

世
」

西

ア

フ
リ
カ

の
諸

王
国
、

と

り
わ

け
ガ

ー
ナ
王

国

や

マ
リ
帝

国

に

つ
い
て
は

多

く

の
豊

か
な

口
頭

伝

承
が

存

在

し
、

そ
れ

　
　

に
基

づ

い
て

し
ば

し
ば

歴
史

記
述

が

行

わ
れ

て
き
た

[U
Φ
一昧
o
ωω
Φ
お
一
押

Z
冨
口
①
お
①
O
]
。

口
頭

伝
承

を

ア

フ
リ

カ

の
過

去

の
再
構

成

　
　

に
用

い
る

こ

と

の
可

能

性

と
諸

問
題

に

つ

い
て
は
、

一
九

七

〇
年

代

に

い
く

つ
か

の
国

際
会

議

が

組

織

さ

れ

て

い
る

[「
o
口
α
餌
鉱
8

　
　

ω
O
O
》

一零

9

一
雪
①
]
。
私

は
別

の
箇

所

で
、

口
頭
伝

承

に
よ

っ
て
表

出

さ
れ

る
歴
史

意
識

の
特
徴

や

そ

の
課
題

お
よ

び
困

難

に

つ
い

　
　

て
、

く

わ
し

い
検
討

を
行

っ
て

い
る

[竹

沢
　

一
九

九

二
]
。

(
5
)　

わ
が
国

の
ア

フ
リ

カ
考
古

学

が

い
か

に
未
発

達

で
あ

る
か

は
、

熱
帯

ア
フ
リ

カ
を
専

門

に
す

る
考
古

学
研
究

者

が

ひ
と
り

も
存

在
し

　
　

な

い
と

い
う
事

実

に
よ

っ
て
示

さ

れ
て

い
る
。

そ

れ

に
対

し
、
近

年

の

ア
フ
リ

カ
史
記

述

は
、

一
九

八
二
年

か
ら
刊

行

さ
れ

た

ケ

ン
ブ

　
　

リ

ッ
ジ

の

『
ア

フ
リ
カ
史

』
全

八
巻

を
見

て
も

、
考
古

学
史

料

の
十
分

な
活

用
を

欠

い

て
は
不
可
能

な

の
で
あ

る
。

(
6
)　

こ

の
時

期

に
西

ア

フ
リ
カ

で
は
、

ガ

オ
王
国

、

マ
リ
帝

国
、

ガ
オ
帝

国

な
ど

の
巨
大

国
家

が
成

立

し
、
西

ア

フ
リ

カ

の
多

く

の
社
会

　
　

に
今

日

ま

で

つ
づ
く

大

き
な
文

化
的

・
社
会

的

影
響

を
与

え

て
き
た
。

西

ア

フ
リ
カ

の
広

い
範
囲

が
交

易

ネ

ッ
ト
ワ

ー
ク

で
結

ば

れ
、

　
　

農
業

や
手

工
業

の
同

質
性

が
生

み
出

さ

れ

た

の
は

こ

の
時

期

で
あ

っ
た

[竹

沢

　

一
九

八

八

口
坂

井
　

二
〇
〇

三
]
。

ま

た
、

西

ア

フ

　
　

リ

カ

の
多

く

の
社
会

に
、

鍛
冶

屋
、

皮
細

工
師

、
金

銀
加

工
師

、
木
地

屋
、

グ

リ
オ

な
ど

の
し
ば

し
ば

「
カ
ー

ス
ト
」

と
呼
ば

れ

る
、

　
　

他

と
通
婚

し

な

い
職

業
集

団

が
存
在

す

る

の
も
そ

の
影
響

の
ひ
と

つ
で
あ

る
。

こ
う

し
た
点

で
、

こ
の
時
期

の
西

ア

フ
リ

カ
諸

社

会

の

　
　

研
究

は
、

そ

の
後

の
奴
隷

貿
易

と
植

民
地

支
配

に
よ
る
破

壊

と
殺

載

が
存
在

し

な

か

っ
た

な
ら
、

熱
帯

ア

フ
リ

カ

に
い
か
な

る
可

能
性
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が

あ

っ
た

か
を
考

え

る
手
が

か
り

に
な

る
も

の

で
あ

る
。

(
7
)　

西

ア

フ
リ

カ

は
こ

の
よ
う

に
し

て
独
自

の
、

し

か
も
完

成

さ
れ

た
農
耕

シ
ス
テ

ム
を
実

現

さ
せ

て

い
た
た
め

、
中
東

地
域

で
栽

培
化

　

　
さ
れ
た

小
麦

、
大
麦

な

ど

の
品
種

が
伝
来

し

た
と

き
、

そ
れ

ら
を

ひ
と

つ
も
受

け
取

る
必

要

が
な

か

っ
た
。
そ

の

こ
と

か
ら
、
多

く

の

　

　
研

究
者

は
、
西

ア

フ
リ

カ

で

の
農
業

シ

ス
テ

ム

の
成

立

を
紀

元
前

五
〇

〇
〇

～

四
〇

〇

〇

年

と
判

断

し

て

い
る

[
竃
霞
α
o
o
評

お
詔

旧

　

　
中

尾
　

一
九

六
六

]
。

た
だ
、

西

ア

フ
リ

カ

で
こ

れ
ま

で

に
出

土

し

た
穀
物

は
、
最

古

の

も

の
で

B
C

二
〇

〇

〇
年

頃

で
あ

り
、

こ

の

　

　
ズ

レ
を

埋

め
て

い
く

こ
と
が
今

後

の
課
題

で
あ

る
。

(
8
)　

一
般

に

ニ
ジ

ェ
ー

ル
川

は
有

機
物

に
乏

し

い
が
、

氾
濫

水

に
よ

っ
て
表

土

と
牛

の
糞
が

溶
解

す

る
こ

の
内

陸

三
角

州
だ

け

は
例

外

で

　

　
あ

っ
た

。

そ
れ
は

こ

の
地
を
訪

れ

た

フ
ラ

ン
ス
人
研

究
者

が
、

「
想

像

も

で
き

な

い
ほ

ど
多

く

の
魚

が
存

在

す

る
」

と
驚

嘆

し

た
も

の

　

　
で
あ

っ
た

[
じd
一①
コ
O
Φ
け
鋤
一●
一
㊤
㎝
α
一
刈
OQ
①
]
。

(
9
)　

そ

の
後
、

あ

い

つ
ぐ

乾
燥
化

と
ダ

ム
の
建
設

に
よ

っ
て
漁
獲

量

は
激
減

し

た
が
、

家
畜

お

よ
び

そ

の
肉

は
あ

い
か
わ
ら
ず

マ
リ

の
主

　

　
要
輸

出

品
目

の
ひ
と

つ
で
あ

り

つ
づ
け

て

い
る
。

(
10
)　

こ

の
よ
う

な
内
陸

三
角

州

の
諸
集

団

の

「棲

み
分

け
」

に

つ
い
て
は
、

植
民

地
期

最
後

の

一
九
五

〇
年
代

に
行

わ
れ

た

フ
ラ

ン
ス

の

　

　
地

理
学
者

ジ

ャ
ン

・
ガ

レ
ー
に
よ

る
綿
密

な
研

究

が
あ

り
、

い
ま
だ

こ
れ
を
越

え

る
水
準

の
も

の
は
現

れ
て

い
な

い

[O
鋤
一一巴
ω
一
㊤
①
メ

　

　
お
。。
出
。

(
11
)　

さ
ら

に
詳
細

な
説

明

が
与

え
ら

れ

る
の
は
、

九
世

紀
末

の
ア

ル

・
ヤ

ク
ー
ビ

ー

(餌
〒
磯
①
百

σ
同)

に
よ

っ
て
で
あ

る
。

そ

れ

は

つ
ぎ

　

　
の
よ
う

に
書

い
て
、

サ

ヘ
ル
の
諸

国
家

の
重
要

性

を
指
摘

し

て

い
る
。

「
つ
ぎ

に
ガ

オ

(閑
鋤
芝
冨

≦
)

の
王

国

が
く

る
。

ス
ー
ダ

ー

ン

　

　
で
、

そ

の
威

信
と
権

力

に

お

い
て
最

も
重

要

な
も

の

で
あ

る
。

全

て

の
王
国
が

そ

れ

に
恭

順

し

て
お
り
、

ガ

オ
は
そ

の
首
都

の
名

で
あ

　

　
る
。

し

か
も

そ

の
ほ

か
に
多

く

の
王
が
、

独
立

を
保

ち

な
が

ら
も
、

ガ

オ

の
王

に
恭

順
し

、

そ

の

ヘ
ゲ

モ

ニ
ー
を
認

め

て

い
る
。
…

…

　

　

つ
ぎ

に
ガ

ー
ナ

の
王
国

が
く

る
。

こ

の
国

に
は
金

の
鉱
山

が
あ

る
。

こ
の
王
国

の
権
威

の
下

に
多

く

の
王

が
存
在

し

、
な

か

で
も
A

M

　

　
と
サ

マ
の
王

国
が

あ

る
。

こ
れ
ら
全

て
の
国

で
金

が
産
出

す

る
」

[O
ま

ρ
お
誤

"
器

]
。

(
12
)　

こ

こ
で

は
ナ
イ

ル
川

と
書

い
て
あ

る
が
、

ニ
ジ

ェ
ー

ル
川

お
よ
び

そ

の
支
流

の
間
違

い
で
あ

る
。
中

世

の
ア
ラ
ブ

の
地
誌

家

・
歴
史

　

　
家

は
、
長

い
あ

い
だ
ナ

イ

ル
川

と

ニ
ジ

ェ
ー

ル
川
を

混
同

し

つ
づ

け
た
。

ニ
ジ

ェ
ー

ル
川

が

ナ
イ

ル
川

と
は
別

の
川

で
、

西

ア
フ
リ

カ
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を
西

か
ら

東

へ
と
流

れ

て

い
る
こ

と
が
確
認

さ

れ
た

の
は

、
よ

う
や

く

一
七
九

五
年

に
イ
ギ

リ

ス
人
探

検
家

マ
ン
ゴ

.
パ

ー
ク
が

こ
の

　

　
地
を

訪

れ
た

こ
と

に
よ

っ
て

で
あ

る
。

(
13

)　

こ

の
な

か

で
は
、

生
態
史

観

を

と
な
え

る

カ
ー
ネ

イ

ロ
は
、

一
定

の
生
態

環
境

の
な

か
で

の
人

口
圧

の
増

大
を

国
家

発
生

の
要

因

と

　

　
し

て
重
視

し

て
お
り

、

こ
れ

は
国
家

の
起

源
を

、
闘
争

に
も
統
制

に
も
置

く

こ
と

の
で
き

る
見
方

で
あ

る

[(∪
鋤
「
⇒
Φ
一「
O
　
一㊤
①
刈
]
。

(
14
)　

「中

世
」

の
内

陸

三
角
州

に

い
か

に
人

口
が
多

か

っ
た

か

に

つ

い
て
は
、

時
代

は

下

る
が
、

一
七
世

紀

に

ト

ン
ブ

ク

ツ
ー

で
書

か

れ

　

　
た

ア
ラ
ビ

ア
語

の
史

書
が

つ
ぎ

の
よ
う

に
書

い
て

い
る
。

「
ジ

ェ
ン
ネ

の
国

は
土

地

が
豊

か
で
、

そ

こ

に
住

ん

で

い
る
住

人

の
数

は
ず

　

　
い
ぶ
ん
多

い
。

こ
こ

に
は
市

が

た
く

さ

ん
あ
り

、

い

つ
も

ど

こ
か

で
市

が
開

か
れ

て

い
る
。

こ
の
国

に
は
村

が
七

〇
七

七
あ

る

と

い
う

　

　
話

で
、

そ
れ

ぞ
れ
が

大
変

近

い
距
離

に
あ

る
。

こ

れ
ら

の
村

々
が
ど

ん
な

に
近
接

し

て

い
る

か
は
、

つ
ぎ

の
よ
う

な
話

が
示

し

て

い
る
。

　

　
ジ

ェ
ン
ネ

の
王
が
デ

ポ
湖

付
近

の
村

に
い
る
人

間
を

呼
び

た

い
と
思

え
ば
、

そ

の
使

い
が
砦

の
門

の
と

こ
ろ

に
出

か

け

て

い

っ
て
、
大

　

　
声

で
用
件

を
読

み
上
げ

る
。
す

る

と
村

か
ら
村

へ
と
伝

え

ら

れ
て
、

た
だ

ち

に
こ

の
男

の
耳

に
入
り
、

こ
の
者

は
王

の
も

と

へ
参

上

す

　

　
る

こ
と

に
な

る

の
で
あ

る
」

[国
ω
-
ω
四
、島

一
㊤
。。
ビ

ト。
ら
-
卜。
巴

。

(
15
)　

文

化
的

成
層

化
が

、

な
ぜ
平

準
化

メ

カ

ニ
ズ

ム
を
備

え

て

い
る

の
か
。

そ
れ

を
ド

ゴ

ン
社

会

の
葬
送

儀
礼

に

つ
い
て
見

て
お

こ
う
。

　

　
こ
の
社
会

で
は
全

て

の
畑

は
不

均
等

に
分
割

さ
れ
、

最
も

生
産

力

の
あ

る
畑
を
使

用

す

る

の
は

村

の
最

年
長

者

で
あ

り
、
年

齢
順

に
豊

　

　
か
な
畑

を
占

め
る

こ
と

に
な

っ
て

い
る

[
℃
mP二
一団
P
①
　
一
㊤
軽
O
"
㊤
ω
1
一
一
〇
]
。

一
方

、

大
規

模
な
葬

送
儀

礼

を
行

う

こ
と
は
各

拡
大

家
族

の
名

　

　
誉

と
さ

れ
、
年

長
者

を

も

つ
拡

大
家

族

で
は
、

そ

れ

に
備

え

て
長
年

に
わ
た

っ
て
富

を
蓄
積

し

て

い
く
。

か
く

し

て
仮

面

の
ダ

ン

ス
を

　

　
と

も
な
う

大
規

模

な
葬
送
儀

礼

は
、

蓄
積

さ

れ
た
富

の
再

分
配

の
機
会

と
な

る
の

で
あ
り

、

こ
の
よ

う

に
し

て
経

済
的

不
平

等

が
社
会

　

　
的

分
化

に

つ
な
が

る

こ
と
を
防

止

し

て

い
る

と
解
釈

さ

れ
る

の

で
あ

る

[竹

沢

　

一
九

八
七
]
。

(
16
)　

こ
れ

ら

の
調
査

は
、

マ
リ
文

化
省

文
化

財
保

護
局

の
故

テ

レ

ベ

・
ト

ゴ
ラ
博

士

と

マ

マ
ド

ゥ

・
シ
セ
氏

と
共

に
行

っ
た

も

の
で
あ

る
。

　

　
な

お
、

こ
れ

ら

の
調

査

を
実
施

す

る

に
あ
た

っ
て
は
、
以

下

の
資

金

を
得

た
。

平
成

11
1

13
年

度
文

部
省

科
学
研

究
費

補
助

金

(基
盤

　

　
研
究

A

「
西

ア

フ
リ
カ
原

産

の
稲
作

文
化

の
歴

史
学

的

お
よ
び

社
会

人
類

学
的

研
究

」
、
代

表
竹

沢
尚

一
郎

)
、
平

成

14
1

15
年
度

文

部

　

　
省

科
学
研

究
費

補
助

金

(基
盤

研
究

B

「
西

ア

フ
リ
カ
古

王
国

の
歴

史
人

類
学

的
研

究
」
、

代
表

竹
沢

尚

一
郎
)
。

(
17
)　

フ
ァ
ー

テ
ィ

マ
朝

は

西
暦
九

〇

九
年

に
、
現

在

の
ト

リ
ポ

リ
付
近

の
カ
イ

ロ
ワ

ー

ン
を

本
拠

と

し
て
成

立
し

た
。

の

ち
、

エ
ジ
プ

ト
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に
拠

点
を

移

し
て
新

首
都

カ
イ

ロ
を
建

設

し
、

そ

の
経

済
的

重

心
は
紅

海

で

の
交

易

に
移

さ
れ

た
。

こ

の
よ
う
な

事
情

か
ら

、

ガ
オ

と

　
　

の
交

易
が

重
要

性
を

も

っ
た

の
は
、

と
く

に
初
期

、
十

世
紀

頃

の

こ
と

で
あ

る

と
思

わ
れ

る
。

(
18
)　

中
東

文
化

研
究

所

の
川
床

睦
夫

氏
、

進
藤

洋

子
氏

に
見

て

い
た
だ

い
て

い
る
。

い
ま
だ
分

析
中

で
あ

り
、

最
終

的
な

鑑
定

の
結

果

は

　
　
出

て

い
な

い
が

、
深

く
感
謝

し

た

い
。

(19

)　

マ
ン
デ

と

は
言
語

上

の
親

縁
性

を

も

つ
諸

社
会

を

さ
す
名

称

で
あ

り
、
相

互

理
解

の
可
能

な

マ
リ

ン
ケ
ー

バ

ン
バ

ラ
ー
ジ

ュ
ラ

の
い

　
　
わ

ゆ
る
中
核

マ
ン
デ

を
中

心

に
、

ソ

ニ
ン
ケ
と
ボ

ゾ

の
北

マ
ン
デ

、

お
よ
び
ダ

ン
や
グ

ロ
な

ど

の
南

マ
ン
デ

か
ら

構
成

さ
れ

る
。
全

体

　
　

の
人

口

は
二
〇

〇
〇

万
を
超

え

る
ほ

か
、

ソ

ニ
ン
ケ

は
ガ

ー
ナ

王
国

を
、

マ
リ

ン
ケ

は

マ
リ
帝

国

を
建

国
す

る
な

ど
、

西

ア
フ
リ

カ

の

　
　
政

治
的

・
社

会
的

発

展

に
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