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1　

は
じ
め
に

　

慶
應
義
塾
大
学
21
世
紀
Ｃ
Ｏ
Ｅ
―

Ｃ
Ｃ
Ｃ
プ
ロ
グ
ラ
ム
「
多
文
化
多
世
代
交
差
世
界
の
政
治
社
会
秩
序
形
成
―
―
多
文
化
世
界
に

お
け
る
市
民
意
識
の
動
態
」（
代
表
：
慶
應
義
塾
大
学
法
学
部
・
小
林
良
彰
教
授
）
に
よ
り
、
二
〇
〇
六
年
秋
、
中
米
の
グ
ア
テ
マ
ラ
共

和
国
で
政
治
意
識
と
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
に
関
す
る
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
調
査
地
の
一
つ
が
一
九
九
四
年
よ
り
民

俗
調
査
を
続
け
て
き
た
マ
ヤ
先
住
民
の
村
ナ
ワ
ラ
（N

ahualá

）
で
あ
っ
た
た
め
、
そ
の
調
査
結
果
を
も
と
に
、
筆
者
は
マ
ヤ
先
住

民
の
「
政
治
意
識
」
や
「
政
治
行
動
」
に
関
す
る
分
析
な
ら
び
に
考
察
を
お
こ
な
っ
た
（
本
谷　
二
〇
〇
八
）。
そ
の
論
文
に
お
い
て
、

筆
者
は
調
査
結
果
を
分
析
す
る
う
え
で
の
二
つ
の
限
界
を
指
摘
し
た
。
第
一
の
限
界
と
は
、
ア
ン
ケ
ー
ト
実
施
数
の
少
な
さ
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
実
施
数
と
は
、
あ
る
集
団
の
心
理
的
な
傾
向
を
知
る
う
え
で
の
推
計
学
的
デ
ー
タ
と
し
て
は
充
足
す
る
数
量

で
あ
っ
た
た
め
（
岩
原　
二
〇
〇
三
）、
質
問
項
目
間
の
関
連
か
ら
人
び
と
の
政
治
に
対
す
る
意
識
の
流
れ
や
政
治
行
動
に
お
け
る
傾

向
を
導
き
だ
し
た
。
第
二
の
限
界
と
は
、
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
が
「
マ
ヤ
先
住
民
」
で
は
な
く
、「
グ
ア
テ
マ
ラ
市
民
」
を
対
象

と
し
て
お
り
、
す
べ
て
の
質
問
項
目
が
先
住
民
の
人
び
と
の
日
常
言
語
で
は
な
く
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
国
家
公
用
語
に
あ
た
る
ス
ペ
イ

ン
語
で
作
成
さ
れ
、
現
地
の
調
査
会
社
に
委
託
さ
れ
た
点
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
そ
の
調
査
と
は
素
性
の
不
確
か
な
外
部
調
査
員
が

調
査
地
へ
赴
き
、
ア
ン
ケ
ー
ト
回
答
者
を
無
作
為
に
選
び
お
こ
な
わ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
調
査
者
と
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
（
調
査
協

力
者
）
と
の
あ
い
だ
に
信
頼
関
係
が
培
わ
れ
た
う
え
で
実
施
さ
れ
た
も
の
で
は
な
い
と
い
う
限
界
で
あ
る
。
例
え
ば
、「
マ
ヤ
先
住

民
」
の
政
治
意
識
に
特
化
し
た
調
査
で
あ
れ
ば
、
実
施
に
あ
た
り
、
彼
ら
の
言
語
に
お
け
る
「
政
治
」
を
意
味
す
る
言
葉
が
ス
ペ
イ

ン
語
で
政
治
を
意
味
す
る
「política

」
と
は
ど
の
よ
う
に
違
う
の
か
を
は
じ
め
、
民
族
性
の
違
い
に
も
と
づ
く
政
治
概
念
の
違
い

が
考
慮
さ
れ
た
だ
ろ
う
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
調
査
の
場
合
、
調
査
対
象
が
「
グ
ア
テ
マ
ラ
市
民
」
で
あ
っ
た
た
め
、
こ
の
国
独
自

の
民
族
的
多
様
性
が
調
査
項
目
の
翻
訳
や
調
査
の
実
施
に
あ
ま
り
反
映
さ
れ
な
か
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
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だ
が
、
こ
う
し
た
限
界
を
踏
ま
え
つ
つ
も
、
調
査
の
質
問
項
目
が
政
治
的
な
内
容
に
集
中
し
て
い
る
点
で
、
本
調
査
は
、
当
時
の

マ
ヤ
先
住
民
の
政
治
的
・
社
会
的
な
状
況
を
知
る
う
え
で
は
意
義
あ
る
も
の
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の

マ
ヤ
先
住
民
村
落
で
は
、
三
六
年
に
わ
た
る
内
戦
が
終
焉
し
て
か
ら
一
〇
年
を
経
た
二
〇
〇
六
年
当
初
に
お
い
て
も
、
政
治
的
な
事

柄
に
つ
い
て
話
す
あ
る
い
は
自
身
の
政
治
観
を
主
張
す
る
こ
と
に
対
し
て
極
め
て
慎
重
な
態
度
を
示
す
人
が
多
く
見
ら
れ
、
人
び
と

の
政
治
に
関
す
る
主
義
主
張
を
知
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
だ
っ
た
た
め
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
筆
者
は
ナ
ワ
ラ
の
事
例
か
ら
、
マ
ヤ
先

住
民
の
政
治
に
対
す
る
姿
勢
、
な
ら
び
に
政
治
参
加
の
方
法
や
行
動
に
つ
い
て
の
分
析
を
お
こ
な
い
、
彼
ら
の
政
治
参
加
と
そ
の
行

動
に
見
ら
れ
る
傾
向
に
つ
い
て
の
考
察
を
お
こ
な
っ
た
。

　

グ
ア
テ
マ
ラ
は
一
九
六
〇
年
か
ら
三
六
年
間
に
わ
た
り
政
府
軍
と
反
政
府
ゲ
リ
ラ
軍
の
あ
い
だ
で
武
力
紛
争
が
続
い
た
国
で
あ
る
。

一
九
九
六
年
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
和
平
協
定
を
経
て
、
内
戦
は
終
結
し
た
と
言
わ
れ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
先
の
調
査
結
果
か
ら
明

る
み
に
な
っ
た
の
は
、
和
平
協
定
締
結
後
一
〇
年
の
時
を
置
い
て
も
な
お
、
政
治
に
関
す
る
自
分
自
身
の
考
え
を
公
言
す
る
こ
と
、

そ
の
信
条
に
も
と
づ
い
て
政
治
に
参
加
し
た
り
、
政
治
に
関
わ
る
行
動
を
お
こ
し
た
り
す
る
こ
と
に
対
し
て
、
マ
ヤ
先
住
民
の
人
び

と
が
極
め
て
慎
重
で
あ
る
こ
と
、
な
ら
び
に
同
じ
村
に
暮
ら
す
身
近
な
人
び
と
に
対
し
て
深
い
不
信
感
が
根
づ
い
て
い
る
と
い
う
傾

向
で
あ
っ
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
月
日
の
流
れ
と
と
も
に
、
マ
ヤ
先
住
民
を
め
ぐ
る
社
会
的
、
政
治
的
状
況
は
、
以
前
に
比
べ
て
は
る
か
に
改
善

さ
れ
て
き
た
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
の
兆
候
を
示
す
事
例
と
し
て
、
当
論
文
で
は
こ
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
の
実
施
か
ら
十
年
後
の
二

〇
一
六
年
よ
り
、
マ
ヤ
先
住
民
の
政
治
参
加
や
そ
の
行
動
の
あ
り
か
た
が
明
ら
か
に
変
わ
っ
て
き
た
こ
と
を
示
す
新
た
な
社
会
運
動

に
着
目
し
た
い
。
そ
の
運
動
と
は
、
こ
れ
ま
で
政
治
的
、
社
会
的
な
事
柄
に
ほ
と
ん
ど
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
の
な
か
っ
た
（
あ
る
い

は
何
ら
か
の
事
由
よ
り
、
関
わ
り
を
持
つ
こ
と
の
で
き
な
か
っ
た
）
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
り
手
た
ち
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
社
会

運
動
の
主
導
者
に
あ
た
る
女
性
た
ち
は
、
同
じ
村
の
出
身
者
同
士
だ
け
で
な
く
、
自
分
の
生
ま
れ
育
っ
た
村
以
外
の
女
性
た
ち
と
も
、
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マ
ヤ
先
住
民
女
性
と
し
て
の
連
帯
を
実
現
し
、
そ
の
紐
帯
を
さ
ら
に
広
げ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
当
論
文
は
、
二
〇
〇
六
年
の
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
結
果
を
踏
ま
え
、
近
年
、
創
造
品
（
織
物
な
ら
び
に
そ
の
布
か
ら
作
ら
れ

る
衣
））

1
（

の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
を
目
的
と
し
た
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
社
会
運
動
を
と
り
あ
げ
る
。
こ
の
運
動
は
マ
ヤ
先
住
民

女
性
が
主
体
と
な
り
全
国
規
模
で
展
開
さ
れ
る
、
初
の
社
会
運
動
で
あ
る
。
現
地
調
査
で
得
ら
れ
た
実
証
的
な
デ
ー
タ
を
も
と
に
、

女
性
た
ち
の
あ
い
だ
で
ど
の
よ
う
に
組
織
化
が
は
か
ら
れ
た
か
を
分
析
し
、
こ
の
運
動
を
通
じ
て
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
が
今
後
何
を

実
現
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
く
。
具
体
的
に
は
、
ま
ず
、
彼
女
た
ち
が
ど
の
よ
う
に
し
て
、
出
身
村
や
日

常
言
語
の
違
い
を
乗
り
越
え
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
と
し
て
の
組
織
化
を
図
っ
て
き
た
の
か
、
あ
る
い
は
今
後
ど
の
よ
う
な
か
た
ち
で

組
織
化
を
図
っ
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
述
べ
る
。
次
に
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
り
手
た
ち
が
ど
の
よ
う
な
問
題
意
識
か
ら

こ
の
社
会
運
動
を
立
ち
上
げ
た
か
、
運
動
を
通
じ
て
今
後
何
を
実
現
し
、
そ
れ
は
ど
の
よ
う
な
段
階
を
経
て
実
現
さ
れ
て
い
く
か
に

つ
い
て
分
析
を
お
こ
な
う
。
最
後
に
、
運
動
の
主
旨
を
述
べ
た
声
明
文
を
と
り
あ
げ
、
主
導
者
た
ち
が
、
こ
の
運
動
に
参
加
す
る
同

志
で
あ
る
（
あ
る
い
は
今
後
同
志
と
な
る
か
も
し
れ
な
い
）
マ
ヤ
先
住
民
の
女
性
た
ち
に
対
し
て
、
ど
の
よ
う
な
言
葉
を
述
べ
、
そ
の

語
り
を
通
じ
て
、
何
を
伝
え
よ
う
と
し
て
い
る
の
か
を
考
察
す
る
。

2　

問
題
の
沿
革

　

グ
ア
テ
マ
ラ
は
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
諸
国
の
中
で
、
南
米
の
ボ
リ
ビ
ア
や
ペ
ル
ー
と
と
も
に
先
住
民
人
口
の
多
い
国
で
あ
る
。
こ
の

国
の
人
口
に
お
け
る
先
住
民
の
割
合
は
約
六
割
に
の
ぼ
る
と
言
わ
れ
、
マ
ヤ
語
を
起
源
と
す
る
土
着
の
言
葉
を
母
語
と
す
る
「
マ
ヤ

先
住
民
」
が
そ
の
大
多
数
を
占
め
る）

2
（

。
彼
ら
は
国
土
の
約
四
分
の
一
を
占
め
る
標
高
一
五
〇
〇
メ
ー
ト
ル
以
上
の
中
西
部
高
地
で
暮

ら
し
、
そ
の
先
住
民
性
は
、
国
家
公
用
語
の
ス
ペ
イ
ン
語
と
は
響
き
の
異
な
る
独
自
の
言
葉
や
、
私
た
ち
と
は
明
ら
か
に
異
な
る
様
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相
を
た
た
え
る
衣こ

ろ
もを

介
し
て
、
強
く
印
象
づ
け
ら
れ
る
。
と
り
わ
け
女
性
た
ち
は
、
多
彩
な
色
糸
を
使
っ
て
さ
ま
ざ
ま
な
紋
様
が
あ

し
ら
わ
れ
た
布
を
織
り
、
そ
の
織
物
を
自
分
の
衣
に
仕
立
て
て
装
う
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
織
布
か
ら
仕
立
て
ら
れ
た
衣
を
着
装
し
続
け
る
女
性
と
は
対
照
的
に
、
男
性
の
場
合
、
織
物
を
使
っ
た
伝
統
的

な
服
装
を
好
む
の
は
一
部
の
老
年
世
代
に
限
ら
れ
て
い
る
。
今
は
シ
ャ
ツ
に
ズ
ボ
ン
姿
の
西
欧
風
の
い
で
た
ち
を
し
た
男
性
た
ち
も
、

か
つ
て
は
手
織
り
の
布
か
ら
作
ら
れ
た
衣
を
着
て
い
た
。
イ
ン
フ
ォ
ー
マ
ン
ト
た
ち
の
話
に
よ
る
と
、
男
性
の
あ
い
だ
で
服
装
の
変

化
が
お
こ
っ
た
の
は
一
九
六
〇
年
代
で
あ
り
、
そ
の
流
れ
が
勢
い
を
増
し
た
の
は
七
〇
年
代
後
半
頃
と
の
こ
と
で
あ
る
。「
な
ぜ
伝

統
的
な
衣
を
着
る
の
を
や
め
た
か
／
や
め
ざ
る
を
得
な
か
っ
た
か
」
と
い
う
、
先
住
民
性
と
装
い
の
は
ざ
ま
に
生
じ
た
文
化
的
・
社

会
的
軋
轢
に
つ
い
て
語
る
彼
ら
の
言
葉
か
ら
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
の
先
住
民
社
会
が
近
代
国
家
グ
ア
テ
マ
ラ
と
せ
め
ぎ
あ
う
中
で
、

彼
ら
が
伝
統
衣
装
か
ら
洋
装
へ
自
ら
の
服
装
を
変
え
た
こ
と
、
そ
の
経
緯
に
は
、
個
々
人
の
社
会
経
済
的
な
立
場
や
状
況
が
反
映
さ

れ
る
と
と
も
に
、
こ
の
国
に
お
い
て
一
九
六
〇
年
よ
り
三
六
年
間
に
わ
た
り
続
い
た
内
戦
が
影
を
色
濃
く
落
と
し
て
い
る
こ
と
、
さ

ら
に
は
、
そ
の
内
戦
が
と
り
わ
け
激
し
か
っ
た
七
〇
年
代
中
頃
か
ら
八
〇
年
代
初
頭
に
か
け
て
、
政
治
的
な
理
由
や
幹
線
道
路
の
敷

設
や
学
校
教
育
の
普
及
が
も
た
ら
す
生
活
習
慣
の
近
代
化
に
伴
い
、
服
装
を
変
え
る
人
の
数
が
次
第
に
増
え
て
い
っ
た
こ
と
な
ど
が

た
ど
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
現
在
、
中
西
部
高
地
の
マ
ヤ
先
住
民
村
落
に
お
い
て
、
完
全
な
か
た
ち
で
伝
統
的
な
衣
を
着
こ
な
す
男

性
た
ち
に
出
会
う
機
会
は
、
以
前
に
く
ら
べ
て
は
る
か
に
減
っ
て
い
る
。

　

だ
が
そ
の
一
方
で
、
女
性
た
ち
は
と
い
う
と
、
先
に
も
述
べ
た
と
お
り
、
今
も
な
お
、
手
織
り
の
布
か
ら
作
ら
れ
る
伝
統
的
な
衣

に
身
を
包
む
人
び
と
が
極
め
て
多
い
。
と
こ
ろ
が
、
こ
こ
数
年
の
調
査
を
通
じ
て
、
彼
女
た
ち
の
「
民
族
衣
装
」
が
、
わ
ず
か
こ
こ

一
〇
年
ほ
ど
の
あ
い
だ
に
劇
的
な
変
化
を
遂
げ
て
い
る
こ
と
が
明
る
み
に
な
っ
た
。
民
族
衣
装
の
「
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
化

で
あ
る
。
昔
な
が
ら
の
伝
統
衣
装
に
「
見
え
る
」
そ
の
服
装
に
、
安
価
で
質
の
悪
い
素
材
を
使
い
、
工
場
で
大
量
生
産
さ
れ
た
新
た

な
衣
が
散
見
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
民
族
衣
装
の
「
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
化
は
、
年
を
追
う
ご
と
に
加
速
し
、
今
や
中
西
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部
高
地
全
域
を
席
捲
す
る
勢
い
に
あ
る
。

　

テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
の
進
化
、
物
品
の
世
界
規
模
で
の
移
動
、
さ
ら
に
は
物
流
、
情
報
の
拡
散
と
共
有
の
速
度
が
増
し
た
こ
と
で
、
地

域
や
風
土
に
根
差
し
た
極
め
て
ロ
ー
カ
ル
な
文
化
が
、
思
い
が
け
な
い
場
所
で
思
い
も
よ
ら
な
い
か
た
ち
で
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル

化
が
も
た
ら
す
さ
ま
ざ
ま
な
影
響
を
被
ら
ざ
る
を
得
な
い
状
況
に
置
か
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
世
相
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
マ
ヤ
先
住

民
女
性
の
織
り
と
装
い
の
文
化
に
も
反
映
さ
れ
、
そ
こ
に
は
現
在
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
に
よ
る
二
つ
の
負
の
影
響
が
見
受
け
ら

れ
る
。
一
つ
が
、
先
に
述
べ
た
民
族
衣
装
の
「
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
」
化
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
ス
ペ
イ
ン
の
征
服
者
た
ち
が
ア

メ
リ
カ
大
陸
へ
や
っ
て
来
る
以
前
（
一
六
世
紀
以
前
）
か
ら
こ
の
地
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
手
織
り
の
伝
統
が
、
機
械
化
さ
れ
た
大

量
生
産
の
機
織
り
へ
と
移
行
し
た
こ
と
を
意
味
す
る
。
も
う
一
つ
の
負
の
影
響
と
は
、
国
内
外
の
ア
パ
レ
ル
企
業
に
よ
る
、
マ
ヤ
先

住
民
女
性
た
ち
の
創
造
品
を
無
断
使
用
し
た
商
品
開
発
と
そ
の
販
売
、
な
ら
び
に
デ
ザ
イ
ン
の
剽
窃
で
あ
る
。

　

そ
こ
で
、
グ
ア
テ
マ
ラ
で
は
、
織
り
と
装
い
の
文
化
に
対
す
る
侵
害
行
為
と
、
そ
れ
に
伴
う
文
化
的
・
経
済
的
危
機
を
危
惧
す
る

マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
り
手
た
ち
が
結
集
し
、
経
済
の
グ
ロ
ー
バ
ル
化
が
も
た
ら
す
負
の
連
鎖
を
断
ち
切
り
、
改
善
す
る
た
め
の
社

会
運
動
が
二
〇
一
六
年
に
立
ち
上
げ
ら
れ
た
。
マ
ヤ
先
住
民
の
暮
ら
す
中
西
部
高
地
か
ら
発
信
さ
れ
た
こ
の
社
会
運
動
は
、
そ
の
規

模
を
少
し
ず
つ
全
国
へ
と
拡
大
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
以
下
、
伝
統
的
な
手
織
り
の
文
化
を
み
ず
か
ら
の
手
で
守
る
た
め
に
立
ち
上

が
っ
た
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
社
会
運
動
に
つ
い
て
詳
述
す
る
。
こ
の
運
動
を
通
じ
て
、
彼
女
た
ち
は
自
分
た
ち
の
手
織
り
文
化
が

「
何
世
紀
に
も
わ
た
り
、
こ
の
地
に
生
ま
れ
た
先
住
民
女
性
の
手
か
ら
手
へ
継
承
さ
れ
て
き
た
文
化
遺
産
」
で
あ
る
こ
と
を
認
識
し
、

自
分
た
ち
こ
そ
が
「（
機
織
り
の
）
技
術
保
持
者
で
あ
り
正
当
な
継
承
者
」
で
あ
り
、
そ
の
存
続
を
阻
む
い
か
な
る
権
力
に
も
屈
せ

ず
抵
抗
し
て
い
く
と
宣
言
す
る
。
さ
ら
に
は
、
織
り
と
装
い
の
文
化
の
継
承
と
そ
の
保
護
を
め
ぐ
る
解
決
策
と
し
て
、
創
造
品
の
集

団
的
知
的
所
有
権
の
保
護
に
関
す
る
法
改
正
を
実
現
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
こ
の
法
改
正
案
が
グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
議
会
で
承
認
さ

れ
る
こ
と
で
、
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
み
な
ら
ず
世
界
各
国
の
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
対
し
、
法
の
後
ろ
盾
を
得
て
、
自
文
化
を
自
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分
た
ち
の
手
で
守
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
よ
う
な
先
鞭
を
着
け
る
こ
と
が
強
く
期
待
さ
れ
て
い
る
。

3　

マ
ヤ
先
住
民
女
性
に
よ
る
社
会
運
動

3
―

1　

織
り
と
装
い
の
文
化
を
め
ぐ
る
現
状

　

グ
ア
テ
マ
ラ
の
中
西
部
高
地
に
点
在
す
る
マ
ヤ
先
住
民
の
村
々
で
は
、
日
々
の
暮
ら
し
の
随
所
に
機
織
り
の
い
と
な
み
が
た
ど
ら

れ
る
。
例
え
ば
、
村
の
中
心
地
に
毎
週
決
ま
っ
た
曜
日
に
開
催
さ
れ
る
定
期
市
に
は
、
機
織
り
の
道
具
や
織
地
を
構
成
す
る
材
質
の

異
な
る
種
々
の
糸
、
紋
様
織
り
用
の
色
糸
に
始
ま
り
、
さ
ま
ざ
ま
な
材
料
が
売
ら
れ
て
い
る
。
村
を
歩
く
と
、
機
織
り
に
い
そ
し
む

女
性
た
ち
の
姿
が
目
に
さ
れ
る
。

　

機
織
り
の
作
業
は
、
布
の
大
き
さ
に
見
合
っ
た
織
機
を
作
製
す
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
数
本
の
木
の
棒
に
布
の
タ
テ
軸
を
成
す
経た

て

糸い
と

を
渡
し
か
け
、
経
糸
を
互
い
違
い
に
上
げ
下
げ
し
、
緯よ

こ

糸い
と

を
差
し
込
み
な
が
ら
布
地
を
織
り
進
め
て
い
く
た
め
の
大
切
な
操
作
部

分
で
あ
る
綜そ

う

絖こ
う

を
整
え
、
布
の
天
と
地
に
あ
た
る
両
端
部
分
（
上
下
の
織
り
端
）
を
少
し
だ
け
織
り
進
め
る
と
、
原
始
的
な
形
状
の

織
機
（
後こ

う

帯た
い

機ば
た

）
が
姿
を
現
す
。
こ
の
織
機
の
起
源
は
一
六
世
紀
以
前
の
先
ス
ペ
イ
ン
期
に
さ
か
の
ぼ
る
。

　

グ
ア
テ
マ
ラ
で
目
に
さ
れ
る
美
し
い
民
族
衣
装
は
先
ス
ペ
イ
ン
期
起
源
の
製
法
で
織
ら
れ
た
布
か
ら
作
ら
れ
て
い
る
。
さ
ま
ざ
ま

な
織
物
が
衣
や
テ
ー
ブ
ル
ク
ロ
ス
、
タ
オ
ル
、
ナ
プ
キ
ン
等
々
と
な
り
、
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
そ
う
し
た

布
は
ひ
と
た
び
使
い
古
さ
れ
る
と
、
赤
ち
ゃ
ん
の
お
む
つ
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
か
、
あ
る
い
は
布
地
か
ら
糸
を
抜
き
取
り
、
新
し

い
布
を
織
る
た
め
の
材
料
に
し
て
き
た
。
と
こ
ろ
が
、
内
戦
が
終
息
に
至
る
九
〇
年
代
中
頃
か
ら
全
国
規
模
の
道
路
整
備
に
よ
っ
て

観
光
地
化
が
進
み
、
先
住
民
の
村
々
に
西
欧
的
な
生
活
様
式
が
浸
透
し
て
い
く
の
に
伴
い
、
古
い
衣
や
布
は
観
光
客
用
の
み
や
げ
も

の
の
材
料
と
し
て
再
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
国
内
の
主
要
な
観
光
地
で
は
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
物
か
ら
作
ら
れ
た
商
品
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（
手
提
げ
カ
バ
ン
、
女
性
用
の
化
粧
ポ
ー
チ
、
靴
な
ど
）
が
売
ら
れ
て
い
る
。

　

グ
ア
テ
マ
ラ
の
マ
ヤ
先
住
民
は
、
こ
の
地
が
宗
主
国
ス
ペ
イ
ン
の
支
配
下
に
あ
っ
た
植
民
地
時
代
か
ら
今
日
ま
で
さ
ま
ざ
ま
な
差

別
に
さ
ら
さ
れ
て
き
た
。
そ
れ
が
最
も
激
化
し
た
時
代
が
、
暴
力
を
意
味
す
る
ス
ペ
イ
ン
語
（V

iolencia�

ビ
オ
レ
ン
シ
ア
）
で
称
さ

れ
る
内
戦
の
三
六
年
間
で
あ
る
。
内
戦
当
時
は
、
マ
ヤ
と
い
う
先
住
民
性
を
誰
の
目
に
も
明
ら
か
に
示
し
て
き
た
「
民
族
衣
装
」
が
、

彼
ら
を
い
わ
れ
の
な
い
暴
力
に
さ
ら
す
危
険
性
を
は
ら
む
、
極
め
て
特
殊
な
社
会
状
況
下
に
あ
っ
た
。
そ
の
た
め
、
多
く
の
男
性
が

伝
統
的
な
衣
を
脱
ぎ
、
シ
ャ
ツ
に
ズ
ボ
ン
姿
の
洋
装
へ
と
服
装
を
変
え
た
。
一
方
、
出
身
村
か
ら
出
る
こ
と
の
な
か
っ
た
女
性
た
ち

は
、
激
し
い
暴
力
が
横
行
す
る
不
安
定
な
時
代
、
機
織
り
に
向
き
合
い
、
心
の
平
静
を
保
ち
続
け
て
い
た
と
い
う
。

　

彼
ら
の
織
り
と
装
い
の
文
化
を
取
り
巻
く
状
況
は
内
戦
の
終
結
と
と
も
に
一
転
す
る
。
海
外
か
ら
観
光
客
が
押
し
寄
せ
、
先
住
民

女
性
の
美
し
い
民
族
衣
装
が
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
、
さ
ら
に
は
ソ
ー
シ
ャ
ル
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス
（
以
下
、

Ｓ
Ｎ
Ｓ
と
称
す
る
）
を
通
じ
て
紹
介
さ
れ
、
マ
ヤ
先
住
民
の
織
り
と
装
い
の
文
化
が
思
い
が
け
な
い
「
他
者
」
た
ち
に
よ
っ
て
賞
賛

さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
グ
ア
テ
マ
ラ
社
会
に
お
い
て
、
侮
蔑
の
対
象
と
な
る
こ
と
は
あ
っ
て
も
、
こ
れ
ま
で
ほ
と
ん
ど
関
心
の
払

わ
れ
て
こ
な
か
っ
た
先
住
民
の
衣
の
伝
統
文
化
を
好
意
的
に
捉
え
る
新
た
な
「
他
者
」
の
到
来
と
と
も
に
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
は
、

自
分
た
ち
の
織
り
と
装
い
の
文
化
が
、
異
な
る
価
値
観
を
持
つ
社
会
で
も
賞
賛
さ
れ
る
文
化
資
本
で
あ
る
こ
と
に
気
が
つ
い
た
の
で

あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
う
し
た
「
好
意
的
」
な
他
者
た
ち
の
中
に
は
、
彼
女
た
ち
の
想
像
も
及
ば
な
い
よ
う
な
卑
劣
な
や
り
方

で
、
文
化
の
越
権
行
為
を
公
然
と
お
こ
な
う
人
び
と
も
い
る
。
そ
れ
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
物
や
そ
の
デ
ザ
イ

ン
を
無
断
で
盗
用
し
た
製
品
を
作
り
、
そ
れ
ら
を
自
社
商
品
と
し
て
販
売
す
る
国
内
外
の
ア
パ
レ
ル
企
業
や
商
社
で
あ
る
。
商
品
の

中
に
は
、
現
地
の
人
び
と
に
は
理
解
し
が
た
い
ほ
ど
の
高
値
で
販
売
さ
れ
て
い
る
も
の
も
あ
る
。
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3
―

2　

M
ovim

iento N
acional de Tejedoras

（
女
性
の
織
り
手
た
ち
の
全
国
運
動
）

　

創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
を
希
求
す
る
社
会
運
動
を
牽
引
す
る
女
性
た
ち
の
集
ま
り
に
は
、M

ovim
iento�N

acional�

de�T
ejedoras

（
女
性
の
織
り
手
た
ち
の
全
国
運
動
、
以
下
Ｍ
Ｎ
Ｔ
と
称
す
る
）
と
い
う
ス
ペ
イ
ン
語
で
の
名
称
と
と
も
に
、
こ
の
国

の
先
住
民
言
語
の
一
つ
で
あ
る
カ
ク
チ
ケ
ル
語
で
も
う
一
つ
の
名
前
が
つ
け
ら
れ
て
い
る
。
“Ruchajixik�ni�qana

’ojbäl

”と
い
う

そ
の
名
称
に
は
、
こ
の
語
が
意
味
す
る
「
私
た
ち
の
知
識
を
大
切
に
扱
っ
て
く
だ
さ
い
」
と
い
う
、
こ
の
運
動
に
関
わ
る
女
性
た
ち

の
切
実
な
思
い
が
こ
め
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
の
社
会
運
動
は
、
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
主
要
メ
ン
バ
ー
の
一
人
、
中
央
高
地
の
先
住
民
村
落
サ
ン
テ
ィ
ア
ゴ
・
サ
カ
テ
ペ
ケ
ス

（Santiago�Sacatepéquez

）
在
住
の
フ
ロ
レ
ン
テ
ィ
ナ
・
コ
ン
（Florentina�Con

）
氏
が
、
二
〇
一
六
年
五
月
、
グ
ア
テ
マ
ラ
憲
法

裁
判
所
に
、
織
り
手
た
ち
の
創
造
品
の
権
利
を
守
る
法
規
範
が
不
十
分
で
あ
る
こ
と
に
対
す
る
訴
状
を
提
出
し
た
こ
と
か
ら
、
そ
の

口
火
が
切
ら
れ
た
。
翌
年
二
月
二
三
日
に
は
、
先
の
コ
ン
氏
も
所
属
す
る
サ
カ
テ
ペ
ケ
ス
女
性
の
自
立
団
体
（La�A

sociación�

Fem
enina�para�el�D

esarrollo�de�Sacatepéquez
、
以
下
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
と
称
す
る
）
が
国
内
他
地
域
の
二
五
の
先
住
民
女
性
団
体

と
と
も
に
、
創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
を
求
め
、
刑
法
な
ら
び
に
著
作
権
、
著
作
権
関
連
法
、
民
芸
品
の
保
護
と
発
展
に

関
す
る
知
的
所
有
権
法
に
関
す
る
法
改
正
の
申
し
立
て
を
お
こ
な
っ
た
。
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
代
表
の
ア
ン
ヘ
リ
ー
ナ
・
ア
ス
プ
ア
ッ
ク

（A
ngelina�A

spuac

）
氏
と
先
住
民
出
身
の
弁
護
士
フ
ア
ン
・
カ
ス
ト
ロ
（Juan�Castro

）
氏
ら
を
中
心
に
お
こ
な
わ
れ
た
「
法
イ

ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
5�

2�

4�

7
」
と
い
う
申
し
立
て
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
議
会
の
先
住
民
委
員
会
に
預
け
ら
れ
、
同
年
四
月
一
九
日

に
同
委
員
会
の
承
認
を
得
た
。
そ
の
後
、
大
統
領
府
差
別
委
員
会
、
立
法
機
関
や
行
政
機
関
、
文
化
ス
ポ
ー
ツ
省
、
検
察
庁
と
い
っ

た
関
係
各
所
を
交
え
た
数
回
の
審
議
を
経
て
、
同
年
八
月
二
四
日
、
グ
ア
テ
マ
ラ
共
和
国
議
会
内
の
立
法
委
員
会
に
お
い
て
、
マ
ヤ

先
住
民
女
性
の
創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
を
目
指
す
特
別
法
制
定
の
た
め
の
第
一
回
審
議
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
現
在
は
そ

の
審
議
の
最
中
に
あ
る
。
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3
―

3　

マ
ヤ
先
住
民
に
よ
る
社
会
運
動
の
沿
革

　

こ
れ
ま
で
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
の
先
住
民
が
主
体
と
な
り
お
こ
な
わ
れ
た
社
会
運
動
と
し
て
は
、
国
内
を
分
断
し
た
三
六
年
間
の
内

戦
が
政
府
軍
と
反
政
府
ゲ
リ
ラ
軍
と
の
和
平
合
意
を
経
て
一
九
九
六
年
に
終
結
し
た
の
ち
、
米
国
の
言
語
学
者
、
先
住
民
の
知
識
人

や
言
語
学
者
ら
が
先
導
し
て
お
こ
な
っ
た
マ
ヤ
運
動
（M

ovim
iento�M

aya

）
が
記
憶
に
新
し
い
。
一
九
九
〇
年
代
の
社
会
運
動
で

は
、
多
民
族
・
多
言
語
・
多
文
化
国
家
の
実
現
と
い
う
目
標
の
も
と
、
マ
ヤ
言
語
学
ア
カ
デ
ミ
ー
や
文
部
省
、
国
内
外
の
Ｎ
Ｐ
Ｏ
団

体
な
ど
が
協
働
し
、
先
住
民
言
語
や
先
住
民
文
化
の
尊
重
と
保
存
を
目
的
と
し
た
社
会
・
文
化
活
動
が
展
開
さ
れ
た
（Fischer

　

1996

）。
そ
の
結
果
、
文
化
や
教
育
関
係
の
省
庁
な
ら
び
に
国
政
の
場
に
先
住
民
出
身
の
人
び
と
が
進
出
す
る
機
会
が
格
段
に
増
え
、

国
内
の
公
的
機
関
に
先
住
民
文
化
を
理
解
す
る
土
壌
が
整
っ
た
。
九
〇
年
代
の
マ
ヤ
運
動
が
も
た
ら
し
た
社
会
構
造
の
変
化
は
、
今

回
の
法
改
正
が
さ
ま
ざ
ま
な
公
的
機
関
に
好
意
的
に
受
け
入
れ
ら
れ
る
状
況
を
生
み
出
し
て
い
る
。

　

今
回
の
社
会
運
動
の
中
で
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
が
集
団
的
知
的
所
有
権
を
主
張
す
る
そ
の
手
作
り
衣
装
と
は
、
見
る
も
の
の
視
覚

に
先
住
民
性
を
ダ
イ
レ
ク
ト
に
訴
え
か
け
る
、
い
わ
ば
先
住
民
文
化
の
最
も
強
烈
な
文
化
表
象
で
あ
る
。
だ
が
、
布
の
織
り
手
で
あ

る
女
性
た
ち
は
、
言
語
と
い
う
先
住
民
文
化
に
焦
点
を
当
て
た
九
〇
年
代
の
社
会
運
動
に
「
主
体
的
に
は
」
関
わ
ら
な
か
っ
た

（H
endrickson

　1996

）。
そ
れ
は
、
活
動
の
大
半
が
先
住
民
言
語
の
維
持
と
復
権
を
目
指
し
て
い
た
だ
け
で
な
く
、
そ
の
活
動
内
容

を
知
る
機
会
に
ほ
と
ん
ど
恵
ま
れ
な
か
っ
た
た
め
で
あ
る
。

　

そ
れ
に
反
し
、
九
〇
年
代
の
運
動
の
際
は
蚊
帳
の
外
に
置
か
れ
て
い
た
数
多
の
マ
ヤ
女
性
が
今
回
の
社
会
運
動
に
立
ち
上
が
っ
た

の
は
、
携
帯
電
話
や
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
と
い
う
新
し
い
通
信
機
器
と
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
い
う
新
た
な
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
、

さ
ら
に
は
フ
ェ
イ
ス
ブ
ッ
ク
や
ツ
イ
ッ
タ
ー
と
い
っ
た
Ｓ
Ｎ
Ｓ
に
よ
る
影
響
が
指
摘
さ
れ
る
。
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
手
段
の
抜
本

的
変
化
に
よ
り
、
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
活
動
や
そ
の
経
過
な
ど
、
創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
を
目
指
す
さ
ま
ざ
ま
な
活
動
の
情
報
の

拡
散
と
共
有
が
瞬
時
に
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
。
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
の
先
住
民
の
村
々
で
携
帯
電
話
の
使
用
が
日
常
化
し
た
現
在
、
女
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性
た
ち
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
の
情
報
発
信
と
拡
散
、
そ
の
共
有
を
通
じ
て
、
機
織
り
と
そ
の
創
造
品
と
い
う
先
祖
伝
来
の
い
と
な
み
が
、
そ

の
主
体
で
あ
る
自
分
た
ち
と
は
無
関
係
な
国
内
外
の
企
業
、
な
ら
び
に
観
光
庁
を
は
じ
め
と
す
る
国
内
の
公
的
機
関
に
よ
っ
て
無
断

で
使
用
さ
れ
、
見
知
ら
ぬ
う
ち
に
見
知
ら
ぬ
場
所
で
商
業
化
さ
れ
て
い
る
実
態
を
知
る
よ
う
に
な
っ
た
。
Ｍ
Ｎ
Ｔ
が
展
開
す
る
（
あ

る
い
は
今
後
展
開
し
て
い
こ
う
と
す
る
）
活
動
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
配
信
さ
れ
る
こ
と
で
、
新
し
い
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
と
無
縁
な
老
年
世

代
に
は
、
彼
女
ら
の
娘
世
代
あ
る
い
は
孫
世
代
た
ち
か
ら
そ
の
情
報
が
伝
え
ら
れ
て
い
る
。

　

こ
う
し
た
活
動
の
一
方
で
、
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
成
員
た
ち
は
機
織
り
を
お
こ
な
う
先
住
民
の
村
々
へ
足
を
運
び
、
今
回
の
運
動
の
背
景
と

そ
の
目
標
に
つ
い
て
話
し
合
う
場
を
設
け
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
、
出
身
村
の
異
な
る
女
性
が
一
堂
に
集
う
全
体
集
会
、
世
界
女
性

デ
ー
に
は
大
規
模
な
デ
モ
行
進
が
首
都
グ
ア
テ
マ
ラ
市
で
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
。
ま
た
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
レ
ベ
ル
で
の
活
動
と
し
て

は
、
機
織
り
の
道
具
を
無
料
で
提
供
し
、
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
メ
ン
バ
ー
た
ち
が
教
師
と
な
っ
て
、
先
祖
伝
来
の
機
織
り
を
同
じ
村
の
女
性
た

ち
や
次
世
代
の
子
供
た
ち
へ
と
教
授
す
る
、
無
償
の
織
物
学
校
が
開
校
さ
れ
て
い
る
。
Ｍ
Ｎ
Ｔ
が
先
導
す
る
社
会
・
文
化
活
動
は
人

づ
て
に
だ
け
で
な
く
Ｓ
Ｎ
Ｓ
で
も
情
報
が
共
有
さ
れ
る
。
そ
の
お
か
げ
で
、
年
代
の
異
な
る
さ
ま
ざ
ま
な
世
代
の
、
さ
ま
ざ
ま
な
先

住
民
村
出
身
の
女
性
が
一
堂
に
会
し
、
こ
の
運
動
に
参
加
で
き
る
環
境
が
お
の
ず
と
形
成
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

4　

創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
に
向
け
た
取
り
組
み

4
―

1　

織
り
と
装
い
の
文
化
の
盗
用
と
剽
窃

　

マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
と
そ
の
保
護
に
関
す
る
問
題
点
と
し
て
、
Ｍ
Ｎ
Ｔ
が
指
摘
す
る
の
は
、
主
に

以
下
の
三
点
で
あ
る
。
第
一
に
、
織
物
や
衣
の
デ
ザ
イ
ン
の
盗
用
す
る
国
内
外
の
企
業
、
第
二
に
、
織
物
や
衣
を
商
品
（
カ
バ
ン
や

靴
な
ど
）
へ
と
作
り
変
え
て
、
自
社
ブ
ラ
ン
ド
の
製
品
と
し
て
販
売
す
る
国
内
外
の
企
業
、
第
三
に
、
先
住
民
村
落
に
と
っ
て
の
特
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別
な
衣
装
（
た
と
え
ば
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
信
徒
集
団
「
コ
フ
ラ
デ
ィ
ア
（cofradía

）」
の
衣
装
な
ど
）
の
無
断
使
用
で
あ
る
。

（
1
）
デ
ザ
イ
ン
の
盗
用

　

海
外
企
業
に
よ
る
デ
ザ
イ
ン
盗
用
の
事
例
と
し
て
、
米
国
の
ア
パ
レ
ル
企
業
「
Ｂ
Ｃ
Ｂ
Ｇ
」
が
サ
ン
・
フ
ア
ン
・
コ
ツ
ァ
ル
村
の

ウ
イ
ピ
ル
（huipil

）
の
デ
ザ
イ
ン
を
剽
窃
し
た
ブ
ラ
ウ
ス
を
販
売
（
二
〇
〇
米
ド
ル
）
し
た
例
が
あ
る
。
ま
た
、
グ
ア
テ
マ
ラ
国
内

に
は
、
複
数
の
先
住
民
村
の
女
性
用
の
上
衣
ウ
イ
ピ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
を
無
断
使
用
し
、
ポ
リ
エ
ス
テ
ル
の
布
に
プ
リ
ン
ト
し
た
大
量

生
産
品
の
安
価
な
ブ
ラ
ウ
ス
、
な
ら
び
に
同
じ
く
ウ
イ
ピ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
を
盗
用
し
、
ア
ジ
ア
製
の
コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
ー
制
御
の
織
機

を
使
っ
て
大
量
生
産
し
た
安
価
な
ウ
イ
ピ
ル
を
販
売
す
る
企
業
が
あ
る
。
機
織
り
の
い
と
な
み
が
支
え
て
き
た
経
済
活
動
と
そ
の
規

範
を
侵
害
す
る
行
為
と
し
て
、
最
も
問
題
視
さ
れ
て
い
る
の
が
、
伝
統
衣
装
の
デ
ザ
イ
ン
を
盗
用
し
大
量
生
産
さ
れ
た
ブ
ラ
ウ
ス
や

ウ
イ
ピ
ル
と
い
う
フ
ァ
ス
ト
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
商
品
で
あ
る
。
品
質
が
悪
く
安
価
な
商
品
が
、
近
年
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
の
あ
り
と
あ
ら

ゆ
る
先
住
民
村
で
売
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
生
産
・
販
売
を
お
こ
な
う
の
は
先
住
民
出
身
の
商
人
た
ち
で
あ
る
が
、
彼
ら
の
越
権
行
為

を
罰
す
る
た
め
の
法
律
が
不
備
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
デ
ザ
イ
ン
の
盗
用
が
野
放
し
に
な
っ
て
い
る
。

（
2
）
織
物
を
使
っ
た
商
品
生
産
と
販
売

　

Ｍ
Ｎ
Ｔ
は
先
住
民
女
性
の
衣
や
織
物
か
ら
鞄
や
靴
な
ど
を
作
り
無
許
可
で
販
売
す
る
企
業
と
し
て
イ
タ
リ
ア
の
「
Ｓ
Ｃ
Ａ
Ｌ
Ｏ
」、

国
内
で
は
「M

aria

’s�Bag

」
の
名
を
あ
げ
る
。
い
ず
れ
も
後
帯
機
の
織
物
か
ら
製
品
を
作
り
な
が
ら
も
、
製
作
地
や
製
作
者
に
つ

い
て
は
一
切
触
れ
ず
、
そ
れ
ら
を
自
社
製
品
と
し
て
販
売
し
て
い
る
。
こ
の
二
社
ほ
ど
の
規
模
で
は
な
い
が
数
多
く
の
小
規
模
企
業

が
、
使
い
古
し
の
布
や
古
着
か
ら
靴
や
鞄
を
作
り
、
販
売
し
て
い
る
事
例
が
指
摘
さ
れ
る
。
こ
う
し
た
企
業
に
は
織
物
の
製
作
地
を

言
及
す
る
も
の
も
あ
る
が
、
利
益
を
現
地
に
還
元
す
る
も
の
は
極
め
て
少
な
い
。
そ
の
う
え
、
そ
の
多
く
が
先
住
民
の
古
着
を
再
使
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用
す
る
自
社
は
エ
コ
ロ
ジ
カ
ル
な
社
会
貢
献
を
お
こ
な
っ
て
い
る
と
強
調
す
る
。
だ
が
、
先
住
民
の
村
々
で
は
後
帯
機
の
織
布
は
裁

断
せ
ず
に
使
う
と
考
え
ら
れ
て
い
る
が
ゆ
え
に
、
商
品
開
発
と
称
し
て
布
を
裁
断
し
商
品
を
作
り
販
売
す
る
こ
と
は
、
織
り
と
装
い

の
文
化
の
冒
瀆
だ
と
見
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

（
3
）
伝
統
的
衣
装
の
無
断
使
用

　

二
〇
一
一
年
の
ミ
ス
ユ
ニ
バ
ー
ス
・
グ
ア
テ
マ
ラ
代
表
の
ア
ン
へ
リ
ー
ナ
・
バ
リ
ー
ジ
ャ
ス
（A

ngelina�Barrillas

）
氏
は
、
同

年
開
催
の
ミ
ス
ユ
ニ
バ
ー
ス
世
界
大
会
に
て
、
グ
ア
テ
マ
ラ
中
央
高
地
の
先
住
民
村
チ
チ
カ
ス
テ
ナ
ン
ゴ
（Chichicastenago

）
の

男
性
用
の
特
別
な
伝
統
衣
装
を
女
性
用
に
作
り
変
え
た
も
の
を
着
装
し
た
。
コ
ン
テ
ス
ト
の
場
で
彼
女
が
着
た
そ
の
衣
装
は
グ
ア
テ

マ
ラ
人
服
飾
デ
ザ
イ
ナ
ー
で
あ
る
ジ
ョ
バ
ン
ニ
・
グ
ス
マ
ン
（Giovanni�Guzm

án

）
氏
に
よ
る
作
品
で
あ
る
と
紹
介
さ
れ
た
。
し

か
し
な
が
ら
、
こ
の
出
来
事
は
「
先
住
民
文
化
へ
の
冒
瀆
行
為
」
と
し
て
、
グ
ア
テ
マ
ラ
国
内
で
大
き
な
論
議
を
呼
ん
だ
。
な
ぜ
な

ら
、
特
定
の
先
住
民
村
の
、
し
か
も
そ
の
村
の
一
部
の
役
職
者
男
性
の
み
が
着
る
特
別
な
衣
装
を
そ
の
村
の
役
職
者
で
は
な
い
人
物

が
着
た
こ
と
、
さ
ら
に
は
男
性
用
の
衣
服
を
女
性
が
着
装
し
た
と
い
う
二
重
の
禁
忌
を
、
バ
リ
ー
ジ
ャ
ス
氏
が
世
界
中
の
目
が
注
が

れ
て
い
る
公
の
場
で
お
こ
な
っ
た
た
め
で
あ
る
。

4
―

2　

法
改
正
案

　

グ
ア
テ
マ
ラ
の
現
行
憲
法
や
主
要
な
法
律
に
は
、
先
住
民
の
文
化
を
保
護
す
る
こ
と
が
国
家
の
義
務
で
あ
る
と
明
記
さ
れ
て
い
る
。

だ
が
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
れ
ら
は
ほ
と
ん
ど
機
能
し
て
い
な
い
。
そ
の
点
を
苦
慮
し
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
り
手
た
ち
は
以
下

の
法
改
正
案
を
示
す
。

・
著
作
権
な
ら
び
に
著
作
権
関
連
法　

法
令
三
三
―
九
八
の
改
正
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「
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
は
無
関
係
の
人
物
が
商
業
目
的
で
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
創
造
物
で
あ
る
織
物
を
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
承
諾
な
し
に

再
生
産
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
。
布
を
織
る
先
住
民
と
先
住
民
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
が
知
的
所
有
権
を
有
す
る
著
者
で
あ
る
こ
と
を
認
め

る
」

　
（
ス
ペ
イ
ン
語
原
文
）

Reform
a�al�D

ecreto�33�

―98,�Ley�de�D
erecho�de�A

utor�y�D
erechos�Conexos

“Se�prohíbe�a�personas�ajenas�a�las�com
unidades�reproducir�com

ercialm
ente�estas�creaciones�textiles,�sin�

consentim
iento�de�estas.

”

・
知
的
所
有
権
法　

法
令
五
七
―
二
〇
〇
〇
の
改
正

　
「
先
住
民
族
が
使
っ
て
い
る
商
標
や
商
業
名
の
登
録
を
禁
じ
る
」

　
（
ス
ペ
イ
ン
語
原
文
）

Reform
a�al�D

ecreto�57�

―2000,�Ley�de�Propiedad�Intelectual

“Se�prohíbe�el�registro�de�m
arcas�y�nom

bres�com
erciales�que�utilicen�las�colectividades�indígenas.

”

　

そ
し
て
、
女
性
の
織
り
手
た
ち
が
こ
の
法
改
正
案
を
も
と
に
、
今
後
、
制
度
化
し
て
い
こ
う
と
す
る
の
は
以
下
の
二
点
で
あ
る
。

　

①
企
業
が
女
性
た
ち
の
も
と
へ
と
足
を
運
び
、
紋
様
や
デ
ザ
イ
ン
を
使
用
す
る
許
可
を
求
め
る
こ
と
の
義
務
化

　

②
企
業
は
紋
様
を
再
生
産
す
る
こ
と
に
対
し
て
の
対
価
、
収
益
の
一
部
を
支
払
う
こ
と
の
義
務
化

　

そ
こ
で
、
織
物
を
使
っ
た
商
品
の
開
発
や
デ
ザ
イ
ン
の
借
用
に
関
し
、
企
業
や
個
人
か
ら
の
問
い
合
わ
せ
に
対
応
す
る
窓
口
と
し

て
、
個
々
の
村
に
相
談
役
（Consejo�de�tejedoras

）
を
設
置
す
る
。
二
〇
一
九
年
五
月
現
在
、
す
で
に
七
か
所
の
マ
ヤ
先
住
民
村

落
に
お
い
て
こ
の
シ
ス
テ
ム
が
機
能
し
始
め
て
い
る
。
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こ
う
し
た
経
緯
を
踏
ま
え
、
今
後
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
物
や
そ
の
デ
ザ
イ
ン
を
使
用
し
た
い
と
考
え
る
ア
パ
レ
ル
企
業
は
以
下

の
手
順
を
踏
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
1
）
織
物
な
ら
び
に
そ
の
布
か
ら
作
ら
れ
る
衣
、
そ
の
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権
は
そ
れ
ぞ
れ
の
先
住
民
村
に
帰
属
す
る
も
の
と
見
な

す
。
ゆ
え
に
、
そ
の
村
で
作
ら
れ
て
い
る
織
物
や
衣
の
使
用
、
な
ら
び
に
そ
の
デ
ザ
イ
ン
の
借
用
を
求
め
る
企
業
は
、
相
談
役
の
も

と
を
訪
ね
、
事
業
計
画
と
そ
の
具
体
的
な
内
容
を
申
し
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
そ
の
後
、
相
談
役
の
女
性
を
中
心
に
構
成
さ
れ
た

そ
の
村
の
女
性
の
織
り
手
組
織
が
、
そ
の
申
し
出
を
受
け
る
か
否
か
、
受
け
る
場
合
に
は
ど
の
よ
う
な
条
件
を
提
示
す
る
か
を
話
し

合
う
。

（
2
）
企
業
側
は
、
織
布
の
使
用
料
な
ら
び
に
デ
ザ
イ
ン
の
借
用
料
の
ほ
か
、
そ
の
商
品
の
販
売
に
よ
っ
て
得
ら
れ
た
利
益
の
一

〇
％
を
村
側
に
支
払
う
こ
と
が
好
ま
し
い
と
さ
れ
る
が
、
そ
の
条
件
や
金
額
は
そ
れ
ぞ
れ
の
村
の
意
向
に
よ
っ
て
異
な
る
。
企
業
側

か
ら
支
払
わ
れ
た
収
益
は
、
女
性
の
生
活
改
善
や
女
性
に
関
わ
る
諸
問
題
（
家
庭
内
暴
力
や
就
学
問
題
な
ど
）
解
決
の
た
め
に
利
用
さ

れ
る
。

　

二
〇
一
九
年
五
月
の
時
点
で
、
海
外
の
ア
パ
レ
ル
企
業
か
ら
二
件
、
国
内
の
企
業
か
ら
五
件
の
問
い
合
わ
せ
を
受
け
て
お
り
、
Ｍ

Ｎ
Ｔ
の
活
動
内
容
や
そ
の
主
旨
を
広
め
て
い
く
た
め
に
、
今
後
も
引
き
続
き
、
広
報
活
動
を
お
こ
な
っ
て
い
く
必
要
が
あ
る
と
思
わ

れ
る
。

5　

運
動
の
主
旨

5
―

1　

声
明
文

　

創
造
品
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
を
目
指
す
Ｍ
Ｎ
Ｔ
は
、
マ
ヤ
先
住
民
の
女
性
た
ち
が
集
い
、
織
り
と
装
い
の
文
化
が
直
面
し
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て
い
る
現
状
を
知
り
、
今
後
ど
う
対
処
す
べ
き
か
を
話
し
合
う
集
会
を
、
中
西
部
高
地
の
村
々
で
開
催
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
会
場

で
必
ず
読
み
上
げ
ら
れ
、
参
加
者
に
配
布
さ
れ
る
声
明
文
が
あ
る
。
そ
の
文
面
は
カ
ク
チ
ケ
ル
語
で
の
名
称
に
あ
た
るRuchajixik�

ri�qana

’ojbäl

（
私
た
ち
の
知
識
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
）
か
ら
始
ま
る
が
、
そ
の
後
の
文
言
は
す
べ
て
ス
ペ
イ
ン
語
で
書
か
れ
て

い
る
。

　

以
下
に
、
そ
の
内
容
を
あ
げ
る
。
筆
者
が
作
成
し
た
日
本
語
訳
の
の
ち
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
作
成
さ
れ
た
原
文
が
続
く
。

　
（
日
本
語
訳
）

　

“Ruchajixik�ri�qana
’ojbäl

”（
私
た
ち
の
知
識
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
）

　
「
先
祖
伝
来
の
知
識
と
織
物
の
集
団
的
知
的
所
有
権
保
護
に
向
け
た
全
国
運
動
」

　

私
た
ち
は
、
企
業
や
あ
る
人
び
と
が
、
私
た
ち
の
織
物
や
私
た
ち
の
衣
に
こ
め
ら
れ
た
幾
年
に
も
お
よ
ぶ
マ
ヤ
の
織
物
の
叡
智
を
、
略

奪
し
商
業
化
す
る
こ
と
を
危
惧
す
る
女
性
た
ち
で
す
。
ゆ
え
に
、
私
た
ち
は
全
国
の
女
性
の
織
り
手
た
ち
の
集
団
を
作
り
ま
し
た
。
私
た

ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
私
た
ち
の
村
々
に
帰
属
す
る
知
識
を
守
る
た
め
の
集
団
的
な
道
す
じ
を
築
く
と
い
う
目
的
を
持
ち
、
私
た
ち
は
ま

さ
に
対
話
し
よ
う
と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
知
識
と
は
個
人
の
所
有
物
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

ご
存
知
の
と
お
り
、
企
業
と
グ
ア
テ
マ
ラ
国
家
は
何
年
も
前
か
ら
マ
ヤ
の
人
び
と
の
叡
智
や
マ
ヤ
の
人
び
と
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、

そ
の
中
で
も
と
り
わ
け
女
性
の
イ
メ
ー
ジ
に
よ
っ
て
、
た
く
さ
ん
の
利
益
を
得
て
き
ま
し
た
。
私
た
ち
の
叡
智
を
売
っ
て
得
ら
れ
た
収
入

は
、
私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
村
に
は
決
し
て
還
元
さ
れ
ま
せ
ん
。
そ
の
か
わ
り
に
、
私
た
ち
の
織
物
や
布
の
周
り
で
現
在
起
こ
っ
て

い
る
搾
取
に
加
え
、
私
た
ち
を
搾
取
す
る
す
べ
が
、
日
々
さ
ら
に
生
み
出
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
そ
う
し
た
搾
取
の
実
態
を
こ
れ
か
ら
端
的

に
述
べ
て
い
き
ま
す
。

（
1
）
織
物
は
何
世
紀
に
も
わ
た
っ
て
、
共
同
体
の
互
酬
性
の
論
理
に
よ
っ
て
創
造
さ
れ
、
交
換
さ
れ
て
き
ま
し
た
。
そ
の
織
物
と
は
そ

も
そ
も
自
分
が
使
う
目
的
で
作
ら
れ
た
衣
で
し
た
。
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
フ
リ
ホ
ー
レ
ス
豆
な
ど
、
私
た
ち
に
と
っ
て
特
別
な
食
べ
物
に
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起
き
て
い
る
の
と
同
様
、
織
物
を
作
る
費
用
は
織
物
を
売
っ
て
得
ら
れ
る
利
益
よ
り
は
る
か
に
高
い
の
で
す
。
な
ぜ
な
ら
、
糸
な
ど
の

材
料
費
が
国
内
市
場
で
高
騰
し
て
い
る
か
ら
で
す
。
利
益
が
半
分
に
な
る
と
、
女
性
の
織
り
手
た
ち
は
織
物
で
の
利
益
が
全
く
得
ら
れ

ま
せ
ん
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
労
働
に
か
か
っ
た
時
間
や
労
力
を
念
頭
に
置
か
ず
、
献
金
箱
で
あ
る
か
の
よ
う
に
、
私
た
ち
は
布
の
製
作

に
投
じ
た
費
用
の
一
部
を
自
分
で
埋
め
合
わ
せ
て
い
る
の
で
す
。

（
2
）
私
た
ち
の
織
物
で
利
益
を
得
た
企
業
や
人
び
と
は
、
そ
の
織
物
が
ど
の
よ
う
に
作
ら
れ
て
い
る
か
を
一
切
考
慮
し
ま
せ
ん
。
企
業

の
論
理
で
大
切
な
の
は
、
安
価
な
織
布
を
見
つ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
し
て
、
企
業
は
最
大
の
利
益
を
求
め
、
五
倍
の
価
格
で
私
た
ち
の

織
物
を
売
り
ま
す
。
そ
う
し
た
価
格
の
織
物
は
、
ア
ウ
ロ
ラ
空
港
（
首
都
グ
ア
テ
マ
ラ
市
に
あ
る
国
際
空
港
）
や
グ
ア
テ
マ
ラ
の
観
光

地
の
店
で
見
ら
れ
ま
す
。
そ
こ
で
私
た
ち
の
織
物
を
購
入
す
る
の
は
た
い
て
い
の
場
合
外
国
人
で
す
。
あ
る
い
は
、M

aria

’s�Bag

と

い
う
企
業
が
し
て
い
る
の
と
同
様
に
、
私
た
ち
の
織
物
が
、
観
光
客
用
の
カ
バ
ン
や
靴
、
洋
服
な
ど
別
の
も
の
に
作
り
か
え
ら
れ
て
、

売
ら
れ
て
い
ま
す
。

（
3
）
私
た
ち
の
織
物
と
は
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
倫
理
を
表
現
す
る
も
の
の
一
つ
だ
と
、
私
た
ち
は
理
解
し
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
村
や
そ
れ
ぞ
れ
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
に
独
自
の
デ
ザ
イ
ン
が
あ
り
ま
す
。
そ
こ
に
は
思
想
や
歴
史
や
社
会
関
係
が
か
た
ち
づ
く

ら
れ
て
い
ま
す
。
し
た
が
っ
て
、
誰
一
人
と
し
て
布
の
著
作
権
を
持
た
な
い
の
で
す
、
な
ぜ
な
ら
ば
、
そ
れ
は
集
団
的
な
創
造
品
だ
か

ら
で
す
。
と
こ
ろ
が
、
企
業
や
特
定
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
は
集
団
的
な
知
識
と
は
誰
の
叡
智
で
も
な
い
も
の
だ
と
考
え
、
私
た
ち
の
集

団
的
な
知
識
の
特
許
を
そ
れ
ぞ
れ
に
取
り
始
め
ま
し
た
。
そ
の
た
び
に
、
告
発
が
ま
す
ま
す
増
え
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
は
、
男
性
や
女

性
の
デ
ザ
イ
ナ
ー
が
織
物
を
「
渡
し
に
」、
村
や
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
へ
と
や
っ
て
き
て
、
女
性
の
織
り
手
た
ち
に
そ
の
織
物
に
あ
る
要
素

の
何
か
を
変
え
な
さ
い
と
言
っ
て
く
る
、
と
い
っ
た
告
発
で
す
。
そ
う
す
る
こ
と
で
、
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
が
そ
の
織
物
の
作
り
手
（
創

造
者
）、
著
作
者
、
所
有
者
と
見
な
さ
れ
、
そ
の
布
あ
る
い
は
類
似
の
布
を
作
れ
ば
、
作
っ
た
織
り
手
を
告
発
す
る
ぞ
と
脅
す
の
で
す
。

こ
の
よ
う
な
や
り
か
た
で
、
こ
う
し
た
「
デ
ザ
イ
ナ
ー
た
ち
」
は
布
の
一
枚
一
枚
に
こ
め
ら
れ
た
幾
年
に
も
及
ぶ
私
た
ち
の
叡
智
を
収

用
し
、
剽
窃
し
、
盗
用
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
は
、
明
ら
か
に
一
人
の
織
り
手
に
対
し
て
の
み
な
ら
ず
、
一
つ
の
村
全
体
あ
る
い
は
一
つ

の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
全
体
に
対
し
て
、
彼
ら
が
お
こ
な
う
略
奪
行
為
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
す
。

（
4
）
集
団
的
な
叡
智
に
対
す
る
個
人
的
な
剽
窃
は
度
が
過
ぎ
て
い
ま
す
。
そ
の
う
え
、「
グ
ロ
ー
バ
ル
的
な
商
売
」
あ
る
い
は
「
公
正
な
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商
売
」
で
の
売
り
買
い
は
、
粉
ひ
き
の
徴
収
者
の
論
理
を
私
た
ち
の
手
仕
事
に
も
押
し
つ
け
て
き
ま
す
。
流
行
色
、
規
格
化
、
正
確
な

寸
法
を
女
性
の
織
り
手
た
ち
に
要
求
す
る
店
が
あ
り
ま
す
。
要
求
に
叶
わ
な
い
場
合
、
織
り
手
た
ち
に
お
金
を
支
払
わ
な
い
の
で
す
。

彼
女
た
ち
は
自
分
で
糸
を
買
い
、
知
識
を
導
入
し
、
時
間
を
か
け
て
織
物
を
作
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
で
す
。
こ
う
し
て
、
女
性
の

織
り
手
た
ち
は
ま
す
ま
す
貧
し
く
な
っ
て
し
ま
う
の
で
す
。

（
5
）
国
内
外
の
企
業
は
ウ
イ
ピ
ル
の
デ
ザ
イ
ン
を
剽
窃
し
、
そ
れ
を
商
品
化
し
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
商
品
が
、
地
方
の
市
場
に
氾
濫

し
て
い
ま
す
。
こ
の
行
為
は
マ
ヤ
の
織
物
の
芸
術
性
を
死
に
至
ら
し
め
る
に
等
し
い
の
で
す
。

　

以
上
の
項
目
に
つ
い
て
、
私
た
ち
は
あ
な
た
が
た
全
員
と
話
し
合
い
た
い
と
思
っ
て
い
ま
す
。
そ
の
た
め
に
、
女
性
の
織
り
手
た
ち
に

よ
る
集
会
の
よ
う
な
、
私
た
ち
が
相
互
に
む
す
び
つ
く
場
へ
と
、
み
な
さ
ん
を
招
待
い
た
し
ま
す
。

1　

私
た
ち
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
村
を
守
る
た
め
に
、
地
域
の
仕
組
み
、
国
内
の
仕
組
み
、
社
会
的
な
仕
組
み
や
法
的
な
仕
組
み
を
協
働

し
創
り
あ
げ
る
の
で
す
。
私
た
ち
は
グ
ロ
ー
バ
ル
な
商
業
主
義
の
論
理
に
反
対
し
ま
す
。
グ
ロ
ー
バ
ル
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
論
理
の
中
で

は
、
知
識
は
個
人
的
な
も
の
に
し
か
な
り
え
ま
せ
ん
。
マ
ヤ
の
村
々
は
、
共
同
生
活
と
い
う
歴
史
的
な
す
べ
に
よ
っ
て
生
き
長
ら
え
て

い
ま
す
。

2　

個
人
の
所
有
権
の
保
護
で
は
な
く
、
集
団
的
な
所
有
権
の
保
護
が
グ
ア
テ
マ
ラ
の
法
律
に
含
ま
れ
る
よ
う
に
、
交
渉
を
お
こ
な
い
、

根
回
し
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

3　

織
物
と
衣
に
具
現
化
さ
れ
て
き
た
集
団
的
な
知
識
を
守
る
た
め
、
女
性
の
織
り
手
た
ち
の
集
ま
り
は
、
先
住
民
た
る
威
信
を
も
ち
、

互
い
に
助
け
合
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
に
あ
る
多
様
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
創
り
あ
げ
て
い
き
ま

し
ょ
う
。

4　

私
た
ち
全
員
の
あ
い
だ
で
、
私
た
ち
の
織
物
が
も
つ
地
域
的
な
市
場
を
強
化
し
、
糸
の
商
業
化
の
独
占
を
粉
砕
す
る
た
め
の
道
す
じ

を
作
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

5　

マ
ヤ
の
織
物
を
手
に
入
れ
る
諸
企
業
が
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
と
女
性
の
織
り
手
た
ち
に
対
し
、
私
た
ち
の
デ
ザ
イ
ン
を
使
う
た
め
の
許

可
を
求
め
る
こ
と
、
な
ら
び
に
そ
の
デ
ザ
イ
ン
の
著
作
権
を
持
つ
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
女
性
の
織
り
手
た
ち
に
対
し
て
、
利
益
の
一
部
を



41

織りと装いの文化とその集団的知的所有権を守る戦い

戻
す
こ
と
を
要
求
し
ま
す
。

6　

グ
ア
テ
マ
ラ
と
い
う
国
が
土
地
を
奪
い
取
る
と
き
、
逮
捕
命
令
を
言
い
渡
す
と
き
、
私
た
ち
の
画
像
、
織
物
、
衣
、
私
た
ち
の
精
神

性
を
民
俗
化
し
利
用
す
る
と
き
に
お
こ
な
わ
れ
る
偽
善
的
な
や
り
か
た
を
糾
弾
し
ま
し
ょ
う
。

　
（
ス
ペ
イ
ン
語
原
文
）

Ruchajixik�ri�qana

’ojbäl

M
ovim

iento�com
unitario�por�la�Protección�de�la�Propiedad�Colectiva�de�los�tejidos�y�los�conocim

ientos�A
ncestrales

　

Som
os�varias�m

ujeres�preocupadas�por�el�despojo�y�la�m
ecanización�que�em

presas�y�personas�individuales�
están�haciendo�de�los�saberes�m

ilenarios�m
ayas�tejidos�en�nuestros�textiles�y�nuestra�indum

entaria.�Por�ello�un�
grupo�de�tejedoras�de�todo�el�país�nos�hem

os�organizado�y�nos�hem
os�dispuesto�a�dialogar�entre�nosotras�m

ism
as�

con�el�objetivo�de�construir�cam
inos�colectivos�para�proteger�estos�conocim

ientos�que�pertenecen�a�nuestras�
com

unidades�y�a�nuestros�pueblos�y�que�no�son�propiedad�de�ninguna�persona�en�particular.

　

Com
o�es�sabido,�las�em

presas�y�el�Estado�de�Guatem
ala,�desde�hace�m

uchos�años,�han�lucrado�con�los�saberes�y�
la�im

agen�de�las�personas�m
ayas,�especialm

ente�de�las�m
ujeres.�Los�ingresos�que�se�obtienen�por�la�venta�de�

nuestros�saberes,�ni�siquiera�regresan�a�nuestras�com
unidades�y�pueblos:�en�vez�de�ello,�cada�día�se�inventan�m

ás�
form

as�de�expropiarnos,�tales�com
o�los�que�ocurren�actualm

ente�alrededor�de�los�tejidos�y�textiles,�los�cuales�
anunciam

os�brevem
ente�a�continuación:

1.�Los�tejidos�se�han�creado�e�intercam
biado�por�siglos�desde�la�lógica�de�la�reciprocidad�com

unitaria,�por�ser�
prendas�realidades�para�nuestro�propio�uso.�A

l�igual�que�ocurre�con�alim
entos�especiales�com

o�el�m
aíz�y�frijol,�

su�costo�de�realización�es�m
ás�alto�que�lo�que�se�genera�para�su�venta,�porque�los�insum

os�para�su�realización�
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o�el�hilo�tienes�elevados�costos�en�el�m
ercado�nacional.�Por�lo�m

ism
o�cuando�m

edia�el�lucro,�las�tejedoras�no�
tenem

os�ninguna�ganancia�por�los�tejidos,�al�contrario,�funcionan�com
o�una�alcancía,�recuperam

os�una�parte�de�
la�invertido�sin�tener�en�cuenta�el�tiem

po�y�el�pago�por�la�m
ano�de�obra.

2.�Las�em
presas�y�las�personas�particulares�que�han�lucrado�con�los�tejidos�no�tienen�en�cuenta�de�la�lógica�de�

cóm
o�se�produce,�lo�que�le�im

porta�a�la�lógica�em
presarias�es�encontrar�tejidos�baratos�y�buscarles�la�m

áxim
a�

ganancia�bien�sea�vendiendo�las�piezas�con�costos�quintuplicados�com
o�puede�verse�en�las�tiendas�del�

A
eropuerto�la�A

urora,�en�las�zonas�turísticas�del�país,�donde�generalm
ente�los�com

pradores�son�extranjeros,�o�
cuando�los�convierten�en�objetos�com

o�bolsas,�zapatos,�vestidos�occidentales,�etc.,�tal�com
o�lo�hace�la�em

presa�
M

arías�bag.
3.�N

uestros�textiles�los�com
prendem

os�com
o�una�de�las�expresiones�de�las�lógicas�com

unales,�por�eso,�cada�pueblo�
o�com

unidad�tienen�sus�diseños�en�donde�se�plasm
a�el�pensam

iento,�historia�y�relaciones�sociales.�N
inguna�

persona�se�atribuye�la�autoría�de�una�pieza,�porque�ha�sido�creación�colectiva.�En�contraposición,�las�em
presas�y�

diseñadores�individuales�piensan�que�los�conocim
ientos�colectivos�son�saberes�de�nadie�y�por�lo�tanto�han�

em
pezado�a�patentar�de�form

a�individual�los�conocim
ientos�colectivos,�cada�vez�hay�m

ás�denuncias�de�com
o�

“diseñadoras

”�o�

“diseñadores

”�llegan�a�los�pueblos�y�a�las�com
unidades�a�

“entregar

”�tejidos,�donde�piden�a�las�
tejedoras�m

odificar�algún�elem
ento�de�la�pieza,�y�con�ello�se�atribuyen�los�creadores,�autores�o�propietarios�del�

tejido,�am
enazando�a�la�tejedora�con�dem

andarías�si�realizan�otra�pieza�igual�o�sim
ilar.�D

e�esta�m
anera,�estos�

“diseñadores

”�están�expropiando,�apropiándose�o�robando�los�saberes�m
ilenarios�contenidos�en�cada�una�de�las�

prendas.�Esta�es�claram
ente�una�form

a�de�despojo�que�no�se�le�está�haciendo�solam
ente�a�la�tejedora,�sino�a�un�

pueblo�o�com
unidad�entera.

4.�El�plagio�individual�a�los�saberes�colectivos�ha�llegado�al�extrem
o�de�que,�aun�las�ventas�de�

“com
ercio�global

”�o�

“com
ercio�justo

”,�están�aplicando�lógicas�m
aquileras�a�un�trabajo�m

anual.�H
ay�tiendas�que�exigen�a�las�tejedoras�

m
edidas�estandarizadas�y�exactas�y�colores�de�

“moda

”,�y�de�las�tejedoras�y�por�lo�tanto�no�les�pagan,�habiendo�
ellas�hecho�toda�la�inversión�en�hilos,�tiem

po�y�conocim
ientos,�em

pobreciéndolas�de�esta�m
anera.

5. �Em
presas�extranjeras�y�nacionales,�se�han�apropiado�e�industrializado�los�diseños�de�los�güipiles,�inundando�el�
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m
ercado�local;�esto�contribuye�directam

ente�a�la�m
uerte�del�arte�del�tejido�m

aya.
　

Los�puntos�anteriores�los�querem
os�poner�a�discusión�con�todas�ustedes�y�con�ello�tam

bién�invitam
os�a�que�nos�

articulem
os�com

o�una�asam
blea�de�m

ujeres�tejedoras:
1. �Com

unalm
ente�crear�m

ecanism
os�locales,�nacionales,�políticos�y�legales�para�proteger�nuestros�com

unidades�y�
pueblos.�Estam

os�en�desacuerdo�con�las�lógicas�del�m
ercantilism

o�global,�en�que�los�conocim
ientos�solo�pueden�ser�

individuales.�Los�pueblos�m
ayas,�siguen�vivos�debido�a�nuestras�históricas�estrategias�de�vida�com

unal.
2. �N

egociar�y�cabildear�para�incluir�en�la�legislación�guatem
alteca,�la�defensa�de�la�propiedad�colectiva�y�no�solo�la�

individual.
3.�Establecer�m

ecanism
os,�respetando�la�pluralidad�de�cada�territorio�para�que�las�asam

bleas�de�tejedoras�puedan�
apoyarse�con�las�autoridades�indígenas�para�proteger�los�conocim

ientos�colectivos�plasm
ados�en�los�textiles�e�

indum
entaria.

4.�Constituir�entre�todas�el�fortalecim
iento�del�m

ercado�local�de�nuestros�tejidos�y�crear�rutas�para�rom
per�el�

m
onopolio�de�la�com

ercialización�de�los�hilos.
5.�Exigir�que�las�em

presas�que�lucran�con�los�textiles�m
ayas�pidan�perm

iso�a�las�com
unidades�y�tejedoras�para�

hacer�uso�de�nuestros�diseños�y�devuelvan�parte�de�las�ganancias�a�las�tejedoras�de�las�com
unidades�autoras.

6.�Condenar�el�uso�hipócrita�que�el�Estado�guatem
alteco�hace�cuando�despoja�territorios,�dicta�órdenes�de�captura,�

folclórica�y�utiliza�nuestra�im
agen,�tejidos,�indum

entaria�y�nuestra�espiritualidad.

　

Si�no�hay�protección�a�las�m
ujeres�que�tejem

os,�usam
os�y�com

ercializam
os�los�textiles,�correm

os�el�riesgo�de�
que�las�em

presas�y�el�Estado�nos�conviertan�en�delincuentes,�nos�puedan�incluso�perseguir�y�encarcelar.

5
―

2　

運
動
の
主
旨

　

声
明
文
に
は
Ｍ
Ｎ
Ｔ
が
ど
の
よ
う
な
主
旨
の
も
と
に
組
織
さ
れ
、
今
後
何
を
実
現
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
の
か
が
述
べ
ら
れ
て
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い
る
。
こ
の
文
書
は
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
主
導
者
に
あ
た
る
三
名
の
女
性
を
中
心
に
、
二
〇
一
六
年
に
作
成
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
二
〇
一
九

年
三
月
、
作
成
者
の
一
人
ミ
リ
ア
ン
・
ア
ス
プ
ア
ッ
ク
（M

ilian�A
spuac

）
氏
に
、
こ
の
声
明
文
が
ど
の
よ
う
な
意
図
の
も
と
で
作

成
さ
れ
た
の
か
を
尋
ね
た
。
声
明
文
作
成
に
あ
た
り
、
主
宰
者
た
ち
が
最
も
考
慮
し
た
の
は
以
下
の
四
点
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

第
一
に
、
文
書
全
体
を
ス
ペ
イ
ン
語
で
作
成
し
た
点
で
あ
る
。
Ｍ
Ｎ
Ｔ
は
カ
ク
チ
ケ
ル
語
話
者
の
多
い
地
域
を
中
心
に
発
足
さ
れ

た
こ
と
か
ら
、
声
明
文
の
第
一
文
はRuchajixik�ri�qana

’ojbäl

（
私
た
ち
の
知
識
を
大
切
に
し
て
く
だ
さ
い
）
と
い
う
カ
ク
チ
ケ
ル

語
で
の
別
称
か
ら
始
ま
る
が
、
こ
の
部
分
は
集
会
が
開
か
れ
る
マ
ヤ
先
住
民
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
村
で
話
さ
れ
て
い
る
先
住
民
言
語

で
、
カ
ク
チ
ケ
ル
語
名
で
の
別
称
が
示
す
内
容
と
同
じ
意
味
の
言
葉
に
置
き
換
え
ら
れ
る
。
二
〇
一
九
年
現
在
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
中

西
部
高
地
に
は
、
マ
ヤ
語
を
起
源
と
し
な
が
ら
も
言
語
学
的
な
分
類
に
よ
る
と
二
二
種
に
も
及
ぶ
異
な
る
先
住
民
言
語
を
母
語
と
す

る
人
び
と
が
暮
ら
し
て
い
る
。
そ
こ
で
こ
の
声
明
文
は
特
定
の
先
住
民
言
語
で
は
な
く
（
Ｍ
Ｎ
Ｔ
を
構
成
す
る
中
心
的
存
在
で
あ
る
女

性
団
体
Ａ
Ｆ
Ｅ
Ｄ
Ｅ
Ｓ
が
活
動
す
る
地
域
は
カ
ク
チ
ケ
ル
語
話
者
が
多
い
こ
と
か
ら
、
は
じ
め
は
カ
ク
チ
ケ
ル
語
で
文
言
を
作
成
す
る
こ
と
も

考
え
た
と
い
う
）、
活
動
領
域
を
全
国
規
模
で
拡
大
し
て
い
く
こ
と
を
前
提
と
し
、
あ
え
て
こ
の
国
の
国
家
公
用
語
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン

語
で
作
成
さ
れ
た
と
い
う
。
Ｍ
Ｎ
Ｔ
は
地
方
の
マ
ヤ
先
住
民
村
落
の
中
で
も
、
と
り
わ
け
織
物
生
産
が
盛
ん
な
場
所
、
す
な
わ
ち
機

織
り
を
お
こ
な
う
女
性
が
多
い
村
で
地
域
集
会
を
開
い
て
き
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
通
じ
て
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
活
動
を
知
り
、
機

織
り
と
い
う
女
性
の
手
仕
事
に
焦
点
を
当
て
た
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
主
旨
に
賛
同
す
る
人
び
と
が
徐
々
に
現
れ
た
こ
と
か
ら
、
現
在
は
女
性
の

機
織
り
が
廃
れ
て
し
ま
っ
た
村
々
か
ら
も
集
会
開
催
の
依
頼
が
来
て
い
る
と
い
う
。
集
会
の
場
に
は
、
現
在
も
機
織
り
を
お
こ
な
う

女
性
た
ち
、
な
ら
び
に
機
織
り
は
お
こ
な
わ
な
い
も
の
の
機
織
り
に
関
心
を
寄
せ
る
女
性
た
ち
が
一
堂
に
会
す
る
。
そ
こ
で
は
ま
ず

Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
主
宰
者
が
声
明
文
を
ス
ペ
イ
ン
語
で
読
み
上
げ
、
次
に
ス
ペ
イ
ン
語
と
現
地
の
先
住
民
言
語
に
精
通
す
る
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
メ
ン

バ
ー
が
、
そ
の
文
言
を
開
催
地
で
話
さ
れ
て
い
る
先
住
民
言
語
へ
と
訳
し
変
え
、
会
場
へ
や
っ
て
き
た
女
性
た
ち
へ
と
語
り
か
け
る
。

　

第
二
に
、
女
性
た
ち
が
暮
ら
し
の
中
で
感
じ
て
い
る
よ
う
な
身
近
な
事
例
を
ま
じ
え
な
が
ら
、
誰
が
聞
い
て
も
わ
か
り
や
す
い
言
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葉
で
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
り
と
装
い
の
文
化
が
現
在
直
面
し
て
い
る
危
機
的
状
況
を
説
明
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
ス
ペ
イ
ン
語

で
作
成
さ
れ
た
声
明
文
は
そ
れ
ぞ
れ
の
地
域
で
現
地
の
先
住
民
言
語
で
訳
し
直
さ
れ
る
こ
と
を
念
頭
に
作
成
さ
れ
、
平
易
な
表
現
や

わ
か
り
や
す
い
比
喩
表
現
が
意
図
的
に
使
わ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
文
中
に
登
場
す
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
フ
リ
ホ
ー
レ
ス
豆
と
は
、

マ
ヤ
先
住
民
の
主
食
に
あ
た
る
大
切
な
食
料
で
あ
り
、
近
年
は
異
常
気
象
に
よ
り
安
定
し
た
収
穫
が
得
ら
れ
な
い
こ
と
が
彼
ら
の

日
々
の
暮
ら
し
に
大
き
な
打
撃
を
与
え
て
い
る
。
そ
こ
で
文
言
中
の
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
フ
リ
ホ
ー
レ
ス
豆
と
は
、
織
物
の
販
売
に

よ
っ
て
収
入
を
得
よ
う
と
す
る
女
性
の
織
り
手
た
ち
の
あ
い
だ
に
も
似
た
よ
う
な
状
況
が
起
き
て
い
る
こ
と
を
、
参
加
者
た
ち
が
明

確
に
イ
メ
ー
ジ
で
き
る
よ
う
、
あ
と
か
ら
付
け
加
え
た
表
現
な
の
だ
と
い
う
。
献
金
箱
や
粉
ひ
き
の
徴
収
人
な
ど
も
、
こ
う
し
た
効

果
を
考
慮
し
文
面
に
加
え
ら
れ
た
独
自
の
表
現
で
あ
る
。

　

第
三
に
、
現
代
の
経
済
シ
ス
テ
ム
は
マ
ヤ
先
住
民
社
会
の
そ
れ
と
は
異
な
る
価
値
観
で
動
い
て
い
る
こ
と
を
、
参
加
者
に
認
識
し

て
も
ら
う
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
織
り
と
装
い
の
文
化
を
共
有
す
る
に
あ
た
り
、
織
物
の
作
り
手
で
あ
る
女
性
た
ち
が

今
日
ま
で
自
明
の
こ
と
と
考
え
て
き
た
行
為
と
そ
の
論
理
は
、
現
代
の
経
済
シ
ス
テ
ム
の
そ
れ
と
は
異
な
る
た
め
に
、
そ
の
主
旨
が

全
く
理
解
さ
れ
て
い
な
い
。
ゆ
え
に
、
声
明
文
に
は
、
経
済
的
な
側
面
に
お
い
て
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
織
り
手
た
ち
が
さ
ま
ざ
ま
な

理
不
尽
に
さ
ら
さ
れ
て
い
る
現
状
が
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
。
事
実
、
文
中
の
「
グ
ロ
ー
バ
ル
な
商
売
」
や
「
公
正
な
商
売
」
と
い
っ

た
表
現
は
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
に
は
理
解
さ
れ
に
く
い
。
そ
こ
で
、
こ
の
点
に
関
し
て
は
、
集
会
の
場
に
て
具
体
的
な
事
例
が
紹
介

さ
れ
る
。
ま
た
、
デ
ザ
イ
ン
の
剽
窃
に
つ
い
て
は
、
デ
ザ
イ
ン
を
盗
用
し
て
作
ら
れ
た
安
価
な
ブ
ラ
ウ
ス
を
見
せ
な
が
ら
、
現
在
ど

の
よ
う
な
こ
と
が
起
き
て
い
る
か
が
説
明
さ
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
集
会
の
場
で
は
、
参
加
者
が
織
り
と
装
い
の
文
化
を
取
り
巻
く
現

状
を
理
解
す
る
こ
と
の
で
き
る
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
ほ
ど
こ
さ
れ
て
い
る
。

　

第
四
に
、
知
識
（conocim

ientos

）
や
叡
智
（saberes

）
と
い
う
言
葉
を
繰
り
返
し
使
う
こ
と
で
、
後
帯
機
の
機
織
り
と
織
物
、

そ
の
布
か
ら
作
ら
れ
る
衣
装
が
、
先
ス
ペ
イ
ン
期
か
ら
現
代
へ
と
続
く
長
い
年
月
の
中
で
、
女
性
の
手
か
ら
手
へ
伝
え
ら
れ
て
き
た
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「
マ
ヤ
」
の
財
産
で
あ
る
と
い
う
意
識
を
、
女
性
た
ち
一
人
一
人
に
喚
起
さ
せ
よ
う
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
主
導
者
た

ち
は
、
マ
ヤ
先
住
民
女
性
の
多
く
が
、「
自
分
た
ち
の
織
物
や
衣
は
日
々
の
暮
ら
し
を
支
え
る
生
活
財
で
あ
る
」
と
の
認
識
し
か
持

ち
え
ず
、
先
ス
ペ
イ
ン
期
へ
遡
る
織
り
と
装
い
の
文
化
的
な
価
値
に
関
し
て
、
あ
ま
り
に
も
無
自
覚
で
あ
っ
た
こ
と
を
問
題
視
す
る
。

そ
こ
で
、
Ｍ
Ｎ
Ｔ
の
活
動
を
通
じ
て
、
織
り
と
装
い
の
文
化
的
価
値
に
つ
い
て
考
え
る
き
っ
か
け
を
提
供
し
て
い
こ
う
と
し
て
い
る
。

さ
ら
に
は
、
そ
う
し
た
意
識
を
女
性
た
ち
に
覚
醒
さ
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
今
後
、
彼
女
ら
を
織
り
と
装
い
の
文
化
遺
産
を
守
る
さ
ま

ざ
ま
な
活
動
や
行
動
へ
と
導
く
原
動
力
に
な
る
と
と
も
に
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
や
村
落
の
枠
組
み
を
越
え
た
「
マ
ヤ
」
先
住
民
女
性
と

い
う
規
模
の
大
き
な
連
帯
を
生
む
基
盤
に
な
る
と
考
え
て
い
る
。

6　

む
す
び
に
か
え
て

　

グ
ア
テ
マ
ラ
の
マ
ヤ
先
住
民
女
性
は
、
先
ス
ペ
イ
ン
期
に
使
わ
れ
て
い
た
も
の
と
同
じ
形
状
の
織
機
を
使
い
、
今
日
ま
で
さ
ま
ざ

ま
な
織
物
を
作
り
、
そ
れ
ら
を
装
い
続
け
て
き
た
。
彼
女
ら
は
、
自
分
た
ち
の
織
り
と
装
い
の
文
化
を
こ
れ
ま
で
は
先
祖
伝
来
の
文

化
遺
産
だ
と
考
え
て
き
た
が
、
創
造
品
の
無
断
盗
用
や
デ
ザ
イ
ン
の
剽
窃
な
ど
、
違
法
な
文
化
の
越
権
行
為
が
公
然
と
お
こ
な
わ
れ

る
状
況
や
、
自
分
た
ち
の
織
り
と
装
い
の
文
化
が
新
た
な
経
済
搾
取
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
こ
と
を
知
り
、
創
造
品
の
集
団
的
知
的

所
有
権
保
護
を
目
指
し
た
法
律
の
制
定
を
筆
頭
に
、
自
文
化
を
守
る
活
動
を
次
々
と
展
開
し
て
い
る
。

　

織
り
と
装
い
の
文
化
を
守
る
こ
う
し
た
戦
い
を
通
じ
て
、
彼
女
た
ち
は
「
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
で
今
も
な
お
先
ス
ペ
イ
ン
期
起
源
の

機
織
り
を
継
承
し
続
け
る
自
分
た
ち
と
は
何
者
か
」
に
つ
い
て
の
問
い
を
繰
り
返
し
な
が
ら
、
先
ス
ペ
イ
ン
期
に
ル
ー
ツ
を
持
つ
自

分
た
ち
と
そ
の
織
り
と
装
い
の
文
化
を
今
後
ど
の
よ
う
に
表
象
し
て
い
く
べ
き
か
を
模
索
し
、
新
た
な
る
先
住
民
女
性
像
を
描
き
だ

そ
う
と
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
そ
れ
は
、
織
り
の
伝
統
を
現
代
へ
と
踏
襲
す
る
一
方
で
、SN

S

を
は
じ
め
と
す
る
現
代
的
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織りと装いの文化とその集団的知的所有権を守る戦い

な
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
駆
使
し
、
世
界
規
模
の
先
住
民
女
性
の
連
帯
を
生
み
出
し
て
い
こ
う
と
す
る
、
二
一
世
紀
の
「
マ
ヤ
」
女
性
像

と
い
え
る
だ
ろ
う
。
彼
女
ら
の
活
動
の
今
後
の
展
開
を
、
こ
れ
か
ら
も
引
き
続
き
追
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。

（
1
）　

以
後
、
当
論
文
に
お
け
る
創
造
品
と
は
、
女
性
が
後
帯
機
で
織
っ
た
織
物
と
そ
の
布
か
ら
作
ら
れ
る
衣
を
意
味
す
る
。

（
2
）　

グ
ア
テ
マ
ラ
に
は
マ
ヤ
先
住
民
の
他
に
、
ガ
リ
フ
ナ
と
シ
ン
カ
と
呼
ば
れ
る
先
住
民
族
が
い
る
。
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