
アジ研ワールド・トレンド No.�5�（2008. 4）―20

●「
こ
と
ば
の
壁
」

　

国
際
協
力
の
分
野
に
お
い
て
「『
発
展
途
上
国

の
人
々
』
に
対
し
外
部
者
（
私
た
ち
）
に
何
が
で

き
る
（
で
き
な
い
）
か
」
に
つ
い
て
、
悩
み
無
く

働
い
て
い
る
人
を
あ
ま
り
知
ら
な
い
。
悩
み
は
開

発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
な
ど
の
現
場
に
近
づ
く
ほ
ど
深

く
な
る
。
目
の
前
に
い
る
人
々
が
暮
ら
す
社
会
に

は
問
題
が
あ
り
、
そ
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
人
々

は
社
会
的
弱
者
だ
と
思
え
る
一
方
で
、
プ
ロ
ジ
ェ

ク
ト
に
は
期
限
が
あ
り
そ
の
社
会
に
一
生
関
わ
れ

る
わ
け
で
も
な
い
か
ら
だ
。

　

こ
の
よ
う
な
状
況
に
対
し
、「
社
会
変
革
は
そ

れ
ぞ
れ
の
地
域
が
持
つ
自
然
な
速
さ
で
起
こ
る
べ

き
」
と
い
う
立
場
を
取
れ
ば
、
不
介
入
が
答
え
な

の
だ
ろ
う
。
し
か
し
そ
う
で
あ
れ
ば
、
国
際
開
発

と
い
う
名
の
下
で
様
々
な
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を
展
開

す
る
意
味
も
無
い
で
あ
ろ
う
。
実
際
の
と
こ
ろ
、

国
際
協
力
、特
に
現
場
に
携
わ
る
人
（々
開
発
ワ
ー

カ
ー
）
の
多
く
は
、「
諸
々
の
制
限
は
あ
る
が
そ

の
中
で
人
々
の
見
解
を
最
大
限
に
尊
重
で
き
る
方

法
で
、
途
上
国
の
置
か
れ
た
状
況
に
対
し
て
何
か

を
し
た
い
」
と
い
う
思
い
を
抱
え
な
が
ら
働
い
て

い
る
は
ず
だ
。

　

従
っ
て
開
発
ワ
ー
カ
ー
は
大
抵
の
場
合
、（
参

加
型
開
発
を
含
め
）
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
目
標
な
ど
を

ア
ジ
ェ
ン
ダ
化
し
た
「
開
発
の
こ
と
ば
」
を
平
易

な
も
の
に
直
し
て
、
目
の
前
の
人
々
に
対
し
て
対

話
を
試
み
る
。
し
か
し
以
下
の
よ
う
な
壁
に
ぶ
つ

か
る
こ
と
が
多
々
あ
る
。
発
信
者
と
し
て
は
、
か

な
り
工
夫
し
て
言
い
換
え
て
も
こ
ち
ら
が
伝
え
よ

う
と
す
る
「
開
発
の
こ
と
ば
」
が
通
じ
な
い
と
い

う
壁
に
ぶ
つ
か
る
。
技
術
協
力
研
修
の
場
面
で
、

「
な
ん
と
な
く
通
じ
て
い
る
よ
う
だ
が
、
ど
う
も

先
方
は
腑
に
落
ち
て
い
な
い
の
で
は
」
と
い
う
経

験
を
さ
れ
た
方
は
多
い
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
は
「
問

題
の
犠
牲
に
な
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
当
事
者
に

は
そ
う
い
う
意
識
が
な
い
こ
と
が
、
ど
う
も
納
得

が
行
か
な
い
」
と
い
う
受
信
者
と
し
て
の
壁
に
も

ぶ
つ
か
る
。「
そ
れ
は
問
題
で
は
な
い
」
と
い
う

「
人
々
の
こ
と
ば
」
は
、
個
人
の
領
域
を
超
え
た

そ
の
土
地
に
あ
る
様
々
な
社
会
条
件
に
影
響
さ
れ

て
い
る
と
感
じ
る
か
ら
で
あ
る
。
例
え
れ
ば
、
こ

こ
に
ひ
と
つ
の
大
き
な
「
こ
と
ば
の
壁
」
が
あ
り
、

こ
ち
ら
か
ら
あ
ち
ら
へ
の
こ
と
ば
も
、
あ
ち
ら
か

ら
こ
ち
ら
へ
の
こ
と
ば
も
通
じ
な
い
と
い
う
状
況

で
あ
る
。

　

そ
こ
で
本
稿
で
は
以
下
の
事
例
を
用
い
、「『
開

発
の
こ
と
ば
』
は
想
像
以
上
に
特
異
な
条
件
下
で

し
か
成
り
立
た
な
い
も
の
で
は
な
い
か
？
」
と

「『
人
々
の
こ
と
ば
』
は
自
由
に
語
ら
れ
て
い
る

か
？
」
の
二
つ
の
問
い
を
深
め
て
い
く
。
そ
れ
に

よ
り
「
ど
う
す
れ
ば
こ
と
ば
は
通
じ
る
の
か
？
」

と
い
う
問
い
に
取
り
組
ん
で
い
く
。

●
ニ
カ
ラ
グ
ア
で
の
事
例

　

二
〇
〇
二
年
か
ら
二
年
間
ニ
カ
ラ
グ
ア
に
お
い

て
、「
思
春
期
リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ヘ
ル
ス
教
育
」

（
以
下
、
思
春
期
リ
プ
ロ
教
育
）
に
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
専

門
家
と
し
て
関
わ
っ
た
。
当
時
一
九
歳
以
下
の
少

女
の
四
六
％
が
出
産
を
経
験
し
て
い
た
の
で
（
参

考
文
献
①
）、
そ
ん
な
「
一
〇
代
の
危
険
な
・
望

ま
な
い
妊
娠
」
を
防
ぐ
た
め
だ
。

　

リ
プ
ロ
ダ
ク
テ
ィ
ブ
ヘ
ル
ス
と
は
「
生
殖
と
性

に
関
す
る
健
康
」
と
い
う
意
味
で
あ
る
が
、
そ
の

達
成
の
た
め
に
は
、
性
に
つ
い
て
自
己
決
定
で
き

る
こ
と
が
必
要
と
な
る
。
し
か
し
そ
の
た
め
に
は
、

自
己
決
定
そ
の
も
の
が
で
き
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

従
っ
て
思
春
期
リ
プ
ロ
教
育
で
は
「
自
尊
心
が
あ

り
、
性
の
み
な
ら
ず
人
生
に
計
画
を
持
っ
て
、
自

己
決
定
し
て
い
け
る
少
年
少
女
を
育
て
る
こ
と
」

が
目
標
と
さ
れ
、
性
教
育
に
加
え
幅
広
い
情
操
教

「
人
々
の
こ
と
ば
」と「
開
発
の
こ
と
ば
」を
つ
な
ぐ
試
み ―

「
開
発
援
助
実
践
の
人
類
学
」に
向
け
て

佐
藤　

峰

特 集特 集
開発援助と人類学



2�―アジ研ワールド・トレンド No.�5�（2008. 4）

育
が
行
わ
れ
る
。

　

し
か
し
、
実
際
に
妊
娠
し
て
い
る
、
農
村
や
都

市
ス
ラ
ム
に
住
む
少
女
た
ち
か
ら
話
を
聞
く
と
、

大
抵「
一
〇
代
で
妊
娠
す
る
の
は
問
題
で
は
な
い
」

と
答
え
る
。
し
ば
ら
く
話
を
す
る
と
「
で
も
友
達

に
は
勧
め
な
い
」
と
も
言
う
。
彼
女
た
ち
は
妊
娠

に
よ
っ
て
妊
娠
の
仕
組
み
を
知
っ
た
よ
う
で
あ
り
、

し
か
も
相
手
の
男
性
が
「
責
任
を
取
る
」
ケ
ー
ス

は
少
な
い
。
少
女
た
ち
は
元
々
社
会
の
下
層
階
層

に
属
し
、
妊
娠
・
出
産
に
よ
り
、
さ
ら
に
社
会
か

ら
取
り
残
さ
れ
う
る
社
会
的
弱
者
と
い
え
よ
う
。

し
か
し
彼
女
た
ち
に
「
自
尊
心
」
な
ど
と
い
っ
て

も
話
は
始
ま
ら
な
い
。

　

そ
こ
で
以
下
で
は
、「
開
発
の
こ
と
ば
」
で
あ
る
、

「
自
尊
心
が
あ
り
、
性
の
み
な
ら
ず
人
生
に
計
画

を
持
っ
て
、
自
己
決
定
し
て
い
け
る
少
年
少
女
を

育
て
る
こ
と
」
の
特
異
性
と
、「
人
々
の
こ
と
ば
」

で
あ
る
「
一
〇
代
で
妊
娠
す
る
の
は
普
通
。
で
も

友
達
に
は
勧
め
な
い
」
の
政
治
性
を
分
析
し
、
そ

こ
か
ら
「
通
じ
る
こ
と
ば
」
を
作
り
出
す
試
み
を

行
い
た
い
。

●�「
開
発
の
こ
と
ば
」の
特
異
性
を
認
識

す
る

　
「
ど
う
い
う
こ
と
ば
な
ら
通
じ
る
か
」
を
考
え

る
た
め
に
は
、
ま
ず
「
開
発
の
こ
と
ば
」
の
特
異

性
を
認
識
す
る
必
要
が
あ
る
。
こ
こ
で
は
「
自
尊

心
が
あ
り
、
性
の
み
な
ら
ず
人
生
に
計
画
を
持
っ

て
、
自
己
決
定
す
る
」
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

　

ま
ず
自
尊
心
（
ス
ペ
イ
ン
語
でA

uto-
estim

a

）
で
あ
る
が
、
こ
れ
は
自
己
と
他
者
の

領
域
が
あ
る
程
度
固
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
前
提
で

し
か
成
り
立
た
な
い
と
思
わ
れ
る
。
主
語
・
目
的

語
を
立
て
な
い
と
話
せ
な
い
英
語
な
ど
の
言
語
と
、

そ
う
で
な
い
言
語
と
で
は
、
自
己
と
他
者
の
仕
切

り
の
感
覚
も
異
な
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
自
分
を
尊

重
す
る
こ
と
を
わ
ざ
わ
ざ
単
語
に
す
る
と
い
う
習

慣
も
、
よ
く
考
え
る
と
特
殊
で
あ
ろ
う
。

　

次
に
「
人
生
に
計
画
を
持
つ
」
で
あ
る
が
、
こ

れ
は
し
ば
し
ば
個
人
の
職
業
目
標
と
い
う
こ
と
に

理
解
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
大
家
族
の
中
で
暮
ら

せ
ば
、
個
人
の
計
画
を
持
つ
こ
と
は
な
か
な
か
に

難
し
い
だ
ろ
う
。
ま
た
厳
し
い
階
層
社
会
で
あ
る

ニ
カ
ラ
グ
ア
で
は
、
目
標
に
向
か
い
努
力
す
る
こ

と
が
し
ば
し
ば
何
の
結
果
も
も
た
ら
さ
な
い
。
仮

に
目
標
を
達
成
し
自
分
の
望
む
職
業
に
就
け
た
と

し
て
、
そ
こ
か
ら
の
「
性
に
つ
い
て
の
自
己
決
定

の
成
就
」
も
さ
ほ
ど
簡
単
で
な
い
。
例
え
ば
子
ど

も
を
産
み
育
て
る
こ
と
を
自
己
決
定
し
て
も
、
就

業
機
会
が
元
々
少
な
く
、
十
分
な
産
休
・
育
休
制

度
が
あ
る
仕
事
は
さ
ら
に
少
な
い
か
ら
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
に「
開
発
の
こ
と
ば
」は
、実
は
様
々

な
特
異
な
条
件
下
に
お
い
て
し
か
成
り
立
た
な
い
。

そ
し
て
そ
の
こ
と
ば
が
ど
ん
な
に
言
い
直
さ
れ
て

も
、
そ
れ
が
「
開
発
の
文
脈
」
に
基
づ
い
た
も
の

で
あ
る
限
り
、
先
方
は
な
か
な
か
腑
に
落
ち
な
い

と
い
う
こ
と
だ
。

●�「
人
々
の
こ
と
ば
」の
政
治
性
を
分
析

す
る

　

次
に
「
一
〇
代
の
妊
娠
は
普
通
で
問
題
で
な
い
。

で
も
友
達
に
は
勧
め
な
い
」
と
い
う
「
人
々
（
こ

こ
で
は
妊
娠
し
て
い
る
少
女
た
ち
）
の
こ
と
ば
」

の
奥
に
何
が
あ
り
う
る
か
に
つ
い
て
考
え
た
い
。

「
普
通
」
の
意
味
を
読
解
す
る
と
「
自
分
の
母
も
、

祖
母
も
そ
う
だ
し
、
近
所
の
子
も
そ
う
だ
し
、
相

場
観
と
し
て
普
通
＝
問
題
で
な
い
＝
ひ
と
つ
の
型

だ
」
と
い
う
解
釈
が
で
き
よ
う
。
し
か
し
友
達
に

勧
め
な
い
型
で
も
あ
る
。
こ
れ
は
何
故
か
。

　

ニ
カ
ラ
グ
ア
は
キ
リ
ス
ト
教
（
旧
教
）
が
国
教

で
あ
り
、
そ
れ
が
法
体
制
に
も
影
響
す
る
。
従
っ

て
妊
娠
中
絶
は
違
法
で
あ
る
。
お
金
が
あ
れ
ば
選

択
肢
も
あ
る
が
、
そ
う
で
な
け
れ
ば
農
薬
を
飲
む

な
ど
危
険
な
方
法
以
外
に
選
択
肢
が
な
い
。
つ
ま

り
「
法
律
的
に
妊
娠
を
否
定
し
て
も
選
択
肢
が
無

い
の
で
否
定
し
な
い
」
が
、
こ
の
こ
と
ば
を
生
み

出
す
一
つ
の
文
脈
で
あ
り
う
る
。

　

宗
教
観
に
結
び
つ
い
た
「
妊
婦
と
し
て
の
あ
る

べ
き
態
度
」
が
、
彼
女
た
ち
の
言
行
に
影
響
す
る

と
い
う
側
面
も
あ
ろ
う
。
私
が
着
任
中
に
一
二
歳

の
少
女
が
コ
ス
タ
リ
カ
で
レ
イ
プ
を
さ
れ
妊
娠
し

た
が
、
本
人
は
出
産
を
「
望
ん
だ
」
い
う
事
件
が

あ
っ
た
。
こ
の
自
己
決
定
の
背
景
に
は
「
他
者
が

期
待
す
る
だ
ろ
う
望
ま
し
い
妊
婦
像
」
の
呪
縛
が

相
当
に
あ
っ
た
と
推
測
さ
れ
る
。
例
は
極
端
か
も

し
れ
な
い
が
、
似
た
よ
う
な
「
望
ん
だ
」
妊
娠
と

出
産
例
は
無
数
に
あ
ろ
う
。
そ
う
考
え
る
と
「
友

達
に
は
勧
め
な
い
」
の
一
言
は
、
土
地
に
あ
る
価

値
観
（
型
）
と
彼
女
た
ち
の
実
際
の
経
験
（
現
実
）

の
ギ
ャ
ッ
プ
が
生
ん
だ
警
句
と
も
取
れ
る
。

　

も
し
く
は
、
少
女
た
ち
は
自
分
の
置
か
れ
て
い

る
社
会
的
条
件
か
ら
、
妊
娠
や
出
産
と
い
う
シ
ナ
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リ
オ
以
外
に
何
も
用
意
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
を
見

切
っ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
。
そ
れ
を「
普
通
」

と
表
現
し
、
同
じ
も
の
を
友
人
に
特
に
勧
め
な
い

の
で
、
上
記
の
発
言
を
し
て
い
る
と
も
考
え
ら
れ

る
。

　

あ
る
い
は
「
身
体
は
自
然
に
属
す
る
の
で
、
そ

こ
に
起
こ
る
こ
と
は
、
日
照
り
や
干
害
の
よ
う
に
、

人
知
を
超
え
た
（
神
の
意
図
な
の
で
）
仕
方
が
無

い
」
と
い
う
無
意
識
の
認
識
か
ら
の
発
言
か
も
し

れ
な
い
。

　

何
れ
に
せ
よ
分
か
る
の
は
、「
人
々
の
こ
と
ば
」

の
奥
に
は
、
そ
れ
を
語
ら
せ
る
複
数
の
政
治
的
な

文
脈
が
潜
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
だ
（
参
考
文
献

②
）。
従
っ
て
、
社
会
的
弱
者
と
言
っ
て
い
い
少

女
た
ち
の
発
言
を
、
単
な
る
自
己
決
定
に
よ
る
自

由
な
発
言
と
理
解
す
る
の
は
妥
当
で
は
な
か
ろ
う
。

●�

ど
ん
な
こ
と
ば
な
ら「
通
じ
る
」だ
ろ

う
か
？

　
「
開
発
の
こ
と
ば
」
は
人
々
の
現
実
か
ら
離
れ
、

「
人
々
の
こ
と
ば
」
も
絶
対
で
な
い
状
況
で
、
ま

だ
そ
こ
に
対
話
が
あ
り
う
る
な
ら
ば
、
そ
れ
は
ど

ん
な
こ
と
ば
に
よ
る
も
の
で
あ
ろ
う
か
。

　

私
た
ち
の
日
常
で
の
会
話
で
考
え
て
み
る
と
、

ピ
ン
と
く
る
・
合
点
が
い
く
と
思
え
る
時
に
は
、

大
抵
文
脈
の
共
有
が
あ
る
と
思
う
。
そ
の
文
脈
と

は
似
た
社
会
条
件
や
、
馴
染
み
深
い
例
や
単
語
や
、

起
承
転
結
と
い
う
ロ
ジ
ッ
ク
な
ど
色
々
で
あ
ろ
う
。

そ
れ
は
平
面
の
紙
に
落
と
せ
る
こ
と
ば
（
テ
ク
ス

ト
）
の
奥
に
は
、
紙
に
落
と
せ
な
い
立
体
の
文
脈

（
コ
ン
テ
ク
ス
ト
＝
こ
と
ば
と
共
に
あ
る
も
の
）

が
付
随
し
て
お
り
、
こ
と
ば
と
文
脈
は
セ
ッ
ト
で

な
い
と
理
解
さ
れ
な
い
こ
と
を
意
味
す
る
（
参
考

文
献
③
）。
そ
う
で
あ
れ
ば
、「
開
発
の
こ
と
ば
と

文
脈
」
は
置
い
て
お
い
て
、「
人
々
の
こ
と
ば
と

文
脈
」
に
潜
り
、「
開
発
の
こ
と
ば
」
の
も
つ
メ
ッ

セ
ー
ジ
に
一
番
近
い
と
思
わ
れ
る
も
の
を
探
し
、

そ
こ
か
ら
作
文
し
て
通
じ
る
会
話
を
作
り
出
す
こ

と
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
「
自
尊
心
が
あ
り
、

性
の
み
な
ら
ず
人
生
に
計
画
を
持
っ
て
、
自
己
決

定
す
る
」
の
例
に
戻
っ
て
考
え
た
い
。

　

ま
ず
自
尊
心
だ
が
、
自
分
を
大
切
に
思
え
と
言

わ
れ
て
も
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
少
年
少
女
に
と
っ
て

は
難
し
い
よ
う
だ
っ
た
。
し
か
し
他
者
を
尊
重
し

た
結
果
、
自
己
が
尊
重
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

れ
ば
ど
う
で
あ
ろ
う
。「
私
た
ち
は
自
身
の
欲
す

る
も
の
を
、
他
者
に
与
え
る
こ
と
で
し
か
手
に
入

れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
」
と
は
レ
ヴ
ィ=

ス
ト

ロ
ー
ス
の
名
言
だ
が
、
そ
ん
な
自
尊
心
も
あ
り
う

る
。
例
え
ば
来
客
を
厚
く
も
て
な
す
こ
と
や
弱
い

立
場
に
あ
る
者
に
施
し
を
す
る
こ
と
は
、
多
く
の

ニ
カ
ラ
グ
ア
の
人
々
に
と
っ
て
日
常
的
行
為
で
あ

る
。
そ
の
よ
う
な
行
為
は
、「
他
者
を
思
い
や
れ

る=

自
尊
心
の
あ
る
自
己
」
無
し
に
は
成
立
し

な
い
は
ず
だ
。
こ
れ
を
話
の
枕
に
「
他
人
を
思
い

や
る
と
い
う
自
尊
心
」
に
つ
い
て
話
し
た
方
が
、

「
ま
ず
自
分
を
可
愛
が
る
自
尊
心
を
持
つ
」
と
い

う
方
法
よ
り
も
通
じ
る
だ
ろ
う
。
さ
ら
に
こ
れ
を

応
用
し
て
「
男
（
女
）
ら
し
さ
を
示
す
た
め
に
性

交
を
無
理
強
い
し
な
い
こ
と
を『
他
者
に
与
え
る
』

こ
と
が
高
い
自
尊
心
に
よ
る
も
の
だ
」
と
い
う
話

を
す
る
こ
と
も
で
き
よ
う
。

　

次
に
性
の
計
画
が
伝
統
的
に
ど
う
な
さ
れ
て
い

た
か
に
つ
い
て
考
え
て
み
た
い
。
中
南
米
に
は
広

く"Q
uinceaño"

と
い
う
一
五
歳
女
子
の
成
人

式
が
あ
る
。
現
在
で
は
単
に
お
金
が
か
か
る
パ
ー

テ
ィ
ー
に
な
っ
て
い
る
が
、
元
来
「
そ
れ
以
降
は

認
め
ら
れ
た
相
手
と
は
、
結
婚
（
性
交
）
し
て
も

よ
い
」
と
い
う
仕
切
り
の
儀
式
で
あ
っ
た
。
こ
れ

は
家
父
長
的
な
性
行
動
の
管
理
と
い
う
抑
圧
の
性

質
を
持
つ
儀
式
で
あ
る
。
し
か
し
、
結
果
と
し
て

母
体
を
守
る
役
割
を
担
っ
て
い
た
と
い
う
側
面
が

あ
る
こ
と
も
無
視
で
き
な
い
。
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
少

年
少
女
に
「
一
〇
代
の
危
険
な
妊
娠
」
と
言
っ
て

も
分
か
り
に
く
い
。そ
こ
で
こ
の
儀
式
を
例
に「
昔

の
人
も
一
五
歳
以
下
の
妊
娠
は
危
険
な
も
の
と
し

て
避
け
て
い
た
」
こ
と
を
伝
え
た
方
が
ず
っ
と
理

解
さ
れ
や
す
い
だ
ろ
う
。
た
だ
し
そ
の
際
に
「
そ

れ
以
降
に
性
交
を
す
る
必
要
も
な
い
し
、
親
が
決

め
た
相
手
以
外
と
は
性
交
渉
で
き
な
い
こ
と
も
な

い
」
こ
と
も
強
調
す
べ
き
で
は
あ
る
。

　

最
後
に
性
に
お
け
る
自
己
決
定
に
関
連
し
て
、

性
交
渉
に
お
け
る
権
力
関
係
に
つ
い
て
考
え
て
み

た
い
。
性
交
渉
時
の
男
性
の
優
位
性
は
事
実
と
し

て
多
く
の
人
に
認
識
さ
れ
て
い
る
は
ず
で
あ
る
。

し
か
し
、
権
力
関
係
と
い
う
の
は
常
に
揺
ら
が
す

こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
も
な
か
ろ
う
。
ニ
カ
ラ

グ
ア
に
は
、
中
米
最
古
の
一
六
世
紀
成
立
と
い
わ

れ
る
、
現
在
も
人
々
に
親
し
ま
れ
る

"Güegüense"

と
い
う
口
承
劇
が
あ
る
。
劇
の

ク
ラ
イ
マ
ッ
ク
ス
は"M

acho Ratón"

と
い
う

半
人
半
獣
が
、
占
領
者
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
人
を
コ

ミ
カ
ル
な
踊
り
と
言
行
で
煙
に
巻
く
と
い
う
シ
ー
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ン
で
あ
る
。
こ
の
劇
が
植
民
地
支
配
下
よ
り
伝
え

ら
れ
て
き
た
こ
と
は
、
人
々
が
「
権
力
関
係
は
必

ず
し
も
絶
対
で
は
な
い
」こ
と
を「
経
験
か
ら
知
っ

て
い
た
・
望
む
こ
と
が
で
き
た
」
と
い
う
こ
と
で

は
な
い
だ
ろ
う
か
。
そ
う
で
あ
れ
ば
、
こ
の
物
語

を
、
性
交
渉
や
家
族
と
の
関
係
な
ど
の
「
動
か
せ

な
い
と
思
え
る
権
力
構
造
に
は
風
穴
が
あ
る
」
こ

と
へ
の
気
づ
き
に
つ
な
げ
う
る
の
で
は
な
い
か
。

●�
終
わ
り
に―

開
発
援
助
実
践
の
人
類

学
に
向
け
て

　

上
記
の
ア
プ
ロ
ー
チ
を
一
言
で
言
え
ば
「
人
々

の
こ
と
ば
と
文
脈
で
開
発
の
こ
と
ば
を
温
故
知
新

的
に
翻
訳
す
る
こ
と
で
、
話
が
通
じ
や
す
い
状
況

を
作
る
」
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
。
最
後
に
こ
の
ア

プ
ロ
ー
チ
の
限
界
と
可
能
性
に
つ
い
て
考
察
し
た

い
。

　

ま
ず
両
義
性
に
つ
い
て
。
上
記
の
妊
娠
し
て
い

る
少
女
の
例
か
ら
分
か
る
よ
う
に
、「
人
々
の
こ

と
ば
」
は
権
力
構
造
と
無
関
係
で
な
く
そ
れ
自
体

に
暴
力
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
そ
れ
を
用
い
る
と
い

う
こ
と
は
、
メ
ッ
セ
ー
ジ
が
伝
わ
り
や
す
く
な
る

こ
と
で
も
あ
る
が
、
マ
イ
ナ
ス
要
素
の
あ
る
価
値

観
も
付
随
し
て
く
る
可
能
性
が
あ
る
。
例
え
ば

"Q
uinceaño"

だ
が
、
大
人
が
女
子
の
性
行
動
を

管
理
す
る
こ
と
の
正
当
化
と
い
う
側
面
が
あ
る
こ

と
は
否
め
な
い
。
従
っ
て
そ
の
よ
う
な
価
値
観
が

持
つ
暴
力
性
を
和
ら
げ
る
よ
う
な
工
夫
が
必
要
と

な
る
。
加
え
て
、ど
こ
ま
で
が
「
人
々
の
こ
と
ば
」

で
あ
る
か
も
難
し
い
問
題
で
あ
る
。
上
記
の
例
で

は"Güegüense"

以
外
は
植
民
地
支
配
が
も
た

ら
し
た
風
習
で
あ
る
と
い
え
る
か
ら
だ
。
さ
ら
に

少
女
た
ち
の
例
に
も
あ
る
よ
う
に
、「
人
々
の
こ

と
ば
」
は
厳
密
に
は
誰
の
こ
と
ば
か
と
い
う
課
題

も
残
る
。「
人
々
の
こ
と
ば
」
と
そ
の
土
地
に
あ

る
価
値
観
は
常
に
イ
コ
ー
ル
で
は
結
べ
な
い
か
ら

だ
。
ま
た
、
こ
と
ば
が
通
じ
た
と
こ
ろ
で
、
そ
れ

が
行
動
変
容
・
社
会
変
革
に
自
動
的
に
繋
が
る
か

と
い
え
ば
、
そ
れ
は
保
証
で
き
な
い
。

　

こ
の
よ
う
な
限
界
を
抱
え
る
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ

る
が
、
同
時
に
様
々
な
可
能
性
も
内
包
す
る
と
思

う
。
ま
ず
「
相
手
の
こ
と
ば
の
奥
に
潜
り
、
そ
こ

か
ら
こ
と
ば
を
拾
っ
て
く
る
」
と
い
う
こ
と
は
、

相
手
の
文
脈
を
通
じ
て
開
発
の
こ
と
ば
を
振
り
返

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
「
開
発
の

こ
と
ば
」
が
人
々
の
生
活
の
尺
度
に
合
わ
な
い
こ

と
が
理
解
さ
れ
る
。
加
え
て
、「
開
発
の
こ
と
ば
が
、

実
は
私
た
ち
の
こ
と
ば
で
す
ら
な
い
」
と
い
う
気

づ
き
も
あ
る
。
例
え
ば
上
記
の
思
春
期
リ
プ
ロ
の

こ
と
ば
は
、
日
本
で
思
春
期
を
過
ご
し
た
私
に

と
っ
て
も
ピ
ン
と
来
な
い
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は

こ
の
例
の
み
な
ら
ず
、
様
々
な
開
発
の
場
所
で
日

本
人
が
持
つ
感
想
で
あ
る
と
予
想
す
る
。
こ
の
よ

う
な
違
和
感
は
、
生
活
者
（
当
事
者
）
と
し
て
の

感
性
か
ら
国
際
協
力
の
実
践
を
考
え
る
た
め
に
、

重
要
で
あ
ろ
う
と
考
え
る
。
私
た
ち
は
結
局
の
と

こ
ろ
、
他
者
の
生
活
に
関
わ
っ
て
い
る
か
ら
だ
。

　

本
稿
で
は
、
ニ
カ
ラ
グ
ア
の
伝
統
的
な
儀
礼
や

習
慣
な
ど
か
ら
、
思
春
期
リ
プ
ロ
教
育
の
「
開
発

の
こ
と
ば
」
を
翻
訳
し
て
伝
え
る
例
を
示
し
た
。

し
か
し
「
人
々
の
こ
と
ば
と
そ
の
文
脈
」
に
は
そ

れ
以
外
に
も
、
独
特
の
語
呂
・
節
回
し
・
ロ
ジ
ッ

ク
・
特
に
人
々
の
琴
線
に
触
れ
る
例
な
ど
多
々
あ

る
。
従
っ
て
、
様
々
な
開
発
援
助
の
実
践
の
中
で

汎
用
性
あ
る
ア
プ
ロ
ー
チ
と
し
て
取
り
入
れ
る
こ

と
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
。

　
（
開
発
）
人
類
学
に
お
い
て
、
開
発
の
現
場
に

ど
う
関
わ
る
か
と
い
う
統
一
見
解
は
無
く
、「
あ

く
ま
で
も
観
察
者
と
し
て
の
立
場
を
取
る
べ
き
」

と
の
意
見
も
あ
る
。
し
か
し
今
日
の
「
発
展
途
上

国
」
に
お
け
る
貧
困
・
格
差
の
状
況
を
鑑
み
、
そ

こ
に
積
極
的
に
関
わ
る
と
い
う
ス
タ
ン
ス
が
あ
っ

て
も
よ
い
と
考
え
る
。
従
っ
て
上
記
の
よ
う
な

「
人
々
の
こ
と
ば
」
と
「
開
発
の
こ
と
ば
」
を
つ

な
ぐ
「
第
三
の
こ
と
ば
」
を
作
り
出
す
こ
と
は
、

そ
の
よ
う
な
ス
タ
ン
ス
を
取
る
開
発
人
類
学
者
に

で
き
る
ひ
と
つ
の
大
き
な
貢
献
で
あ
る
と
考
え
、

こ
れ
を
「
開
発
援
助
実
践
の
人
類
学
」
の
ひ
と
つ

の
形
と
し
て
提
示
し
た
い
。

（
さ
と
う　

み
ね
／
東
京
大
学
大
学
院
新
領

域
創
成
科
学
研
究
科
非
常
勤
講
師
）
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