
ケ

チ

ュ
ア
語

の
社

会

文

化

的

考

察
パ

ロ

ミ

ー

ノ

ー1

青

木

ア

ン

ヘ
リ

カ

は
じ
め
に

ケ

チ

ュ

ア

ρ
口
①
畠

葛

語
も

し

く

は

ル

ナ

シ

ミ

ミ
ミ

亀
ミ

語

は

、

ペ

ル

i

、

エ

ク

ア
ド

ル

、

ボ

リ

ビ

ア

で
も

つ
と

も

多

く

話

さ

れ

、
ま

た

そ

れ

ら

諸

国

ほ
ど

で

は

な

い
が

ア

ル

ゼ

ン
チ

ン
、

コ

ロ

ン
ビ

ア

、

チ

リ

で
も

話

さ

れ

て

い
る
先

住

民
言

語

で

あ

る

。

イ

ン
カ

人

に

よ

っ
て
最

初

に
建

設

さ

れ

た

都

市

が

コ

ス

コ

◎
。
ζ
o

(
現

在

の

ペ

ル

ー

の

ク

ス

コ

O
話
8

市

)

で

あ

る

。

こ

の
都

市

は

神

聖

な

都

市

と

見

な

さ

れ

、

イ

ン

カ

世

界

の

中

心

軸

と

な

り

、

そ

こ

を

起

点

と

し

て
、

イ

ン

カ

の

領

土

は

先

述

し

た

諸

国

ま

で
拡

大

し

、

四

つ

の
大

き

な

ス

ー

ユ

聖
達

(州

)

か

ら

な

る

帝

国

を

形

成

し

た

。

ま

さ

に

コ

ス

コ

(
ク

ス

コ
)

は

、

タ

ワ

ン

テ

ィ

ン

ス

ー

ユ

尋
ミ
§

§

蓬
達

(
四

つ

の

ス
ー

ユ
も

し

く

は

州

)

の
首

都

に

選

ば

れ

た

の

で
あ

る

。

タ

ワ

ン

テ

ィ

ン

ス

ー

ユ
は
イ

ン

カ

人

に
と

っ
て

「
世

界

の

四

つ

の
部

分

」

と

い
う

非

常

に
深

遠

な

意

味

を

持

ち

、

そ

の
言

語

が

ル

ナ

シ

ミ

語

(
「
人

間

の
こ

と

ば

」
)

で

あ

る
。

ル

ナ

、
§
亀
は

人

間

を

意

味

し

、

シ

ミ

亀
ミ

は

言

語

も

し

く

は

こ

と

ば

を

意

味

し

た

。

現

在

で

は

、

ル

ナ

シ

ミ
語

は

ケ

チ

ュ
ア

語

と
呼

ば

れ

る

。

こ

の

名

称

は

「
ケ

ス

ワ

魯

題
ミ

」

に

由

来

す

る

。

ケ

ス

ワ
と

は

ア

ン

デ

ス

山

脈

地

方

の
渓

谷

部

を

指

し

、

そ

こ

の

住

民

が

ケ

ス

ワ

・
ル

ナ

魯

題
ミ

ミ
ミ

で
あ

り

、

し

た

が

っ
て

彼

ら

の
言

語

が

ケ

ス

ワ

・
シ

ミ

魯

翁
ミ

亀
ミ

で

あ

り

、

そ

れ

が

ス

ペ
イ

ン
語

化

し

て

ケ

チ

ュ
ア

・

シ

ミ

ρ
ロ
①
筈
舞

亀
ミ

に
、

あ

る

い
は

単

純

に
ケ

チ

ュ
ア

ρ
⊆
①
筈

葛

語

と

な

っ
た

の

で
あ

る
。

ケ

チ

ュ
ア
語

も

し

く

は

ル
ナ

シ

ミ

語

は

、

他

の
現

存

す

る
諸

言

語
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と
同
じ
よ
う
に
、
地
方
に
よ
っ
て
音
声
上
や
語
彙
上
の
差
異
が
あ
る
。

そ
れ
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
ケ
チ
ュ
ア
語
を
話
す
先
住
民
系

の

人
々
の
あ

い
だ
で
は
、
ケ
チ

ュ
ア
語
が
こ
れ
か
ら
も
存
続
す
る
で
あ

ろ
う
し
、

ケ
チ
ュ
ア
語
に
よ

っ
て
互

い
に
理
解
し
合
え
る
と

い
う
こ

と
が
強
く
意
識
さ
れ
て
い
る
。
彼
ら

の
ほ
と
ん
ど
は
今
日
で
は
先
住

民
系

バ
イ

リ
ン
ガ
ル
で
あ
る
。

つ
ま
り
、
ケ
チ

ュ
ア
語
と

ス
ペ
イ
ン

語
と
を
同
時
に
習
得
す
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
ク
ス
コ

県
の
僻
地

に
は
ま
だ
ケ
チ

ュ
ア
語
し
か
話
さ
な

い
人
々
が
い
る
し
、

南
隣
の
プ

ー
ノ
県
に
は
三
言
語
併
用
の
人
々
も

い
る
。
な
ぜ
な
ら
、

テ
ィ
テ
ィ
カ
カ
湖
に
近
い
高
原
地
方
で
は
ス
ペ
イ
ン
語
と
ケ
チ
ュ
ア

語
と
ア
イ

マ
ラ

昌
ヨ
霞
9
語
が
共
存
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
テ
ィ

テ
ィ
カ
カ
湖
は
ペ
ル
ー

・
ボ
リ
ビ
ア
の
両
国
に
帰
属
し
、
世
界
で
最

も
高
地
に
あ
る
湖
で
あ
る
。
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
、
神
聖
な
湖
と
考

え
ら
れ
て

い
る
。
最
も
よ
く
知
ら
れ
た
伝
説
に
よ
れ
ば
、
太
陽
の
最

初
の
子
ど
も
で
あ
る
マ
ン
コ
・
カ
パ
ッ
ク

ζ
碧
8

の
訂
B
ρ
と
マ
マ
.

オ
ク
リ
ョ

ζ
山ヨ
。
○
ρ一一。
は
こ
の
湖
の
中
か
ら
出
現
し
て
、
偉
大
な

る
ク
ス
コ
市
を
建
設
し
た
と
さ
れ
る
。
こ
の
長
大
な
湖
に
は
い
く
つ

も
の
島
々
が
あ
り
、
あ
る
島
で
は
ケ
チ

ュ
ア
語
が
話
さ
れ
、
ま
た
あ

る
島
で
は
ア
イ
マ
ラ
語
が
話
さ
れ
て
い
る
。

ク
ス
コ
県
の
ケ
チ
ュ
ア
語
は
、
次

の
理
由
に
よ
り
、
今
日
で
は
標

準

語

と

見

な

さ

れ

て

い
る
。

つ
ま

り

、
先

述

の
と

お

り

ク

ス

コ
が

イ

ン
カ

帝

国

の
首

都

だ

っ
た

こ
と

、

そ

し

て

ケ

チ

ュ

ア
語

が

最

も

輝

き

頂

点

に

達

し

た

と

こ

ろ
が

主

と

し

て

ク

ス

コ
だ

っ
た

こ

と

が

そ

の
理

由

で

あ

る

。

ア
イ

マ
ラ
語

は
そ

の
地

理

的

位

置

か

ら
も

ボ

リ

ビ

ア

に

お

け

る

ほ

う

が

優

勢

で
、

ボ

リ
ビ

ア

で
は

ま

た

ア

ル

ゼ

ン
チ

ン
と

と

も

に

グ

ア

ラ

ニ
ー

σq
葛

轟
三

語

も

話

さ

れ

て

い

る
。

グ

ア

ラ

ニ
ー

語

は

そ

の

地

理

的

位

置

に
よ

り

パ

ラ
グ

ア
イ

に
お

け

る

ほ
う

が
優

勢

で
あ

る

。

ペ

ル

ー

よ

り

南

に

は

、

マ
プ

ー

チ

ェ

ヨ
昌
琴

冨

語

が

あ

り

、

主

と

し

て

チ

リ

で
話

さ

れ

て

い
る

。

ニ

ケ
チ

ュ
ア
語
の
言
語
的
特
徴

ケ
チ

ュ
ア
語
は
膠
着
語
の

一
つ
で
あ
り
、
不
変
化
詞
、
あ
る
い
は

接
辞

ω島
一。
と
呼
ば
れ
る
要
素
が
あ
ら
ゆ
る
語
彙
に
後
置
さ
れ
、
表

現
を
望
ま
し

い
形
に
変
化
さ
せ
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
接
辞
は
名
詞
や

形
容
詞
、
副
詞
、
あ
る
い
は
動
詞
の
語
根
に
接
続
す
る
こ
と
が
で
き
、

し
た
が

っ
て
ケ
チ

ュ
ア
語
表
現
に
と

っ
て
必
要
不
可
欠
な
要
素
と

な

っ
て
い
る
。
い
く
つ
か
の
例
を
あ
げ
て
お
く

(表
1
)
。

最
後
の
例
文
で
も

っ
と
も
よ
く
分
か
る
よ
う
に
、
ス
ペ
イ
ン
語
で
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は
長
文
で
あ

っ
て
も
、
ケ
チ

ュ
ア
語
で
は
接
辞
を
使

用
す
る
こ
と
に
よ

っ
て
三

つ
の
語
だ
け
で
表
現
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

ケ
チ
ュ
ア
語
の
も
う

一
つ
の
特
徴
は
、
冠
詞
を
使

用
し
な

い
と
こ
ろ
で
あ
る
。
た
だ
し
、
不
定
代
名
詞

の

「
フ
ク

ミ
と

を
不
定
冠
詞
の
よ
う

に
使
用
す
る

こ
と
が
あ

る
。
例
を
あ
げ
て
お
く

(表
2
)
。

ケ
チ

ュ
ア
語
は
ま
た
、
擬
音
語
が
多

い
言
語
で
あ

り
、
自
然

や
生
活
そ
の
も
の
を
構
成
す
る
さ
ま
ざ
ま

の
音
を
模
倣
す
る
場
合
が
多

い
。
例
を
あ
げ
て
お
く

(表
3
)。

な
お
、
こ
れ
ら
の
擬
音
語
は
、
使
用
法

に
よ

っ
て

は
動
詞
に
変
化
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

ケ
チ

ュ
ア
語
の
最
後
の
特
徴
と
し
て
、
語
形
論
や

統
語
論
に
も
触
れ
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ

う
。
ケ
チ

ュ
ア
語
は
語
形
論
や
統
語
論
に
お
い
て
は

ア
イ

マ
ラ
語
や
グ
ア
ラ
ニ
ー
語
の
よ
う
な
ア
メ
リ
カ

先
住
民
諸
語
、
さ
ら
に
は
日
本
語

の
よ
う
な
い
く

つ

か
の
ア
ジ
ア
の
言
語
に
類
似
し
て
い
る
。
こ
こ
で
は

日
本
語
と
比
較
し
た
例
を
あ
げ
て
お
く

(表
4
)。

表1ケ チュア語の接辞

ケチュア語 スペイン語訳 日本語訳

noga yo 私

nogalla
ノ

yonomas 私だけ

nogallata aminomas 私だけを

ルMariasaratarantin. Mariacompramaiz. マ リ ア は トウモ ロ コ シ を買 い ます 。

ルlariaga

剛 ・
saratanatagmi

rantiyshan.

Mariaseesta

dedicandoacomprar

maizultimamente.

マ リ ア は最 近 トウモ ロ コ シ を買 う こ

と に夢 中 に な っ て い ます 。

表2不 定代名詞huk

ケチュア語 日本語訳

hukllagta

'

ある村、ある都市

Hukrunashanzusga. ある人物がやってきたそうだ。

表3ケ チュア語の撫音語

ケチュア語 音の種類

q'aq 木の枝が折れる音(カ ク)

chhaqchhaq 枯 葉 の上 を歩 く音(チ ャ ク、 チ ャ ク)

raghaqraghaq 雷 の音(ラ カ ク 、 ラ カ ク)

ch'allch'all 雨 の 音(チ ャ ル 、 チ ャル)
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表4ケ チュア語と日本語

ケチュア語 日本語訳

makiwan 手で

karrupi 車で

ghatuman 市場へ

nogawan 私と

表5ケ チュア語の語順

主語 目的語 述語 日本語の意味と語順(主 語・目的語・述語)

Noqa runasimita rrmani. 私 は 、 ケ チ ュ ア語 を話 します 。

Pedro llamata rantin. ペ ドロは 、 リ ャマ を買 い ます 。

表6接 辞qa

ケチュア語 日本語訳

Noqaqwasiygahatunmi. 私の家は広いです。

ル血7'09050rα'orα η加. マ リア は トウモ ロ コ シ を買 い ます 。

ルlariagakarrupighatu〃ianrin. マ リアは車で市場へ行 きます。

次
に
、
ケ
チ

ュ
ア
語
の
文
に
お
け
る
語
順

に
つ
い
て
、
日
本
語
の

文
と
比
較
し
た
簡
単
な
例
を
あ
げ
て
お
く

(表
5
)
。

ケ
チ

ュ
ア
語

の
接
辞
の

「カ

ミ
」
は
、
日
本
語
の
助
詞
の

「
は
」

と
類
似
し
て
い
る
。

い
く

つ
か
の
例
を
あ
げ

て
お
く

(表
6
)
。

三

ケ
チ
ュ
ア
語
表
現
の
考
察

ケ
チ
ュ
ア
語
は
、
生
活
そ
の
も
の
が
自
然
と

一
体
化
し
た
世
界
に

お
い
て
発
展
し
て
き
た
。
イ
ン
カ
人
は
、
周
知
の
よ
う
に
、
自
分
た

ち
の
ま
わ
り

の
自
然
を
崇
拝
し
て
い
た
だ
け

で
な
く
、
自
然
に
よ

っ

て
、
自
然
の
た
め
に
、
暮
ら
し
て
い
た
。
そ

の
よ
う
な
環
境
の
中
で

ケ
チ

ュ
ア
語
は
育
ま
れ
、
本
質
的
に
話
し
こ
と
ば
と
し
て
発
展
し
て

き
た
。

ま
た
、
イ
ン
カ
人
は
、
天
文
学
、
医
学
、
社
会
経
済
学
、
建
築
学
、

農
学
の
よ
う
な
さ
ま
ざ
ま
な
科
学
領
域
に
お

い
て
高
度
な
水
準
に
達

し
た
。
こ
の
こ
と
に
示
さ
れ
る
よ
う
に
、
文

字
を
持
た
な
か

っ
た
け

れ
ど
も
、
生
活
に
必
要
な
あ
ら
ゆ
る
知
識
は
、
専
門
家
に
よ

っ
て
運

営
さ
れ
た
ヤ
チ
ャ
イ
ワ
シ
這
き
亀
蓬

亀
つ
ま
り
学
校
に
お

い
て
、
対

話
を
通
じ
て
獲
得
す
る
こ
と
が
で
き
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
ケ
チ
ュ
ア
語
は
、
ス
ペ
イ
ン
人
の
到
来
と
と
も
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に
、
停
滞

し
た
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
語
彙
や
表
現
を
失
う

こ
と

と
な
る
。

論
理
的
な
こ
と
だ
が
、
ど
ん
な
言
語
で
あ
れ
、
適
切
に
育
ま
れ

つ

づ
け
な
け
れ
ば
、
近
代
的
な
威
信
言
語
と
し
て
発
展
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
長

い
歳
月
が
経
過
す
る
中
で
、
ケ
チ

ュ
ア
語
は
維
持
さ
れ

つ
づ
け
は
し
た
が
、
た
だ
そ
れ
だ
け
で
あ
り
、
わ
れ
わ
れ
の
時
代
に

見
合
う
よ
う
な
近
代
性
を
帯
び
た
言
語
ま
で
に
は
育
ま
れ
な
か

っ

た
。こ

の
章

で
は
、
ケ
チ
ュ
ア
語
表
現
の
そ
の
他
の
形
態
に
つ
い
て
記

し
て
お
く
。

「ケ
ル
カ
イ

魯
偽ミ
亀
」
と

い
う

の
は
動
詞
の

一
つ
で
あ
り
、
線
を

引
く
、
描
く
、
絵
を
か
く
、
と
い
う
意
味
で
あ
る
。
言
語
学
者
や

一

般
の
人
々
が
提
起
し
て
き
た
疑
問
の

一
つ
は
、
イ
ン
カ
人
が
作

っ
た

ラ
イ

ン
や
絵
や
図
像
は
な
ん
ら
か
の
考
え
を
規
定
し
て
き
た
の
か
ど

う
か
と

い
う
も
の
で
あ
る
。
あ
る
意
味
に
お
い
て
、
そ
れ
ら
の
絵
は
、

文
字
と
は
認
め
ら
れ
な
い
け
れ
ど
も
な
ん
ら
か
の
概
念
を
表
現
し
て

い
る
。

「キ
ー
プ

ぎ
甘
ミ
」
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
大
き
さ
の
結
び
目
と
色
を
持

つ
、
紐
も

し
く
は
縄

の
集
合
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
、
初
歩
的
な
計
算

方
法
に
す
ぎ
な

い
と
早
計
に
判
断
す
る
人
も

い
る
が
、
む
し
ろ
高
度

な
簿
記
と
分
類
の
た
め
の
精
密
な
シ
ス
テ
ム
で
あ

っ
た
。
そ
の
た
め

に
は
、
作
成
と
解
読
、
そ
し
て
管
理
の
た
め

に
特
別
に
養
成
さ
れ
た

人
々
が

い
た
。
彼
ら
は
キ
ー
プ
カ
マ
ヨ
ク

ぎ
竜
ミぎ
ミ
亀
。心
と
呼
ば

れ
た
。
さ
ら
に
キ
ー
プ
は
、
歴
史
や
法
律
や
劇
な
ど
を
記
録
し
、
「読

み
」
、
伝
達
す
る
た
め
の
非
常
に
高
度
で
正
確
な
記
憶
手
段
で
あ

っ

た
。イ

ン
カ
帝
国
に
到
来
し
た
最
初
の
ス
ペ
イ

ン
人
は
、
キ
ー
プ
カ
マ

ヨ
ク
が
キ
ー
プ
を
解
読
し
、
「読
む
」
様
子

を
見
て
、
感
嘆

の
念
を

隠
し
え
な
か

っ
た
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
キ
ー
プ
を
破
壊
し
よ
う
と
す
る

狂
信
的
な
宣
教
師
も

い
た
。
何
か
偶
像
崇
拝

の
よ
う
に
、
ま
た
悪
魔

の
仕
業

の
よ
う
に
思
え
た
か
ら
で
あ
る
。

四

ケ
チ

ュ
ア
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
の
共
存

ケ
チ

ュ
ア
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
の
関
係
は
、

ス
ペ
イ
ン
人
が
イ
ン
カ

の
領
土
に
足
を
踏
み
入
れ
た
と
き
か
ら
始
ま

っ
た
。

イ
ン
カ
人
は
、
征
服
さ
れ
て
も
最
初
の
四
〇
年
間
は
抵
抗
を
続
け
、

も
ち
ろ
ん
、
新
し

い
言
語
で
あ
る
ス
ペ
イ
ン
語
を
受
け
入
れ
よ
う
と

は
し
な
か

っ
た
。
他
方
、
ス
ペ
イ
ン
人
は
先
住
民
の
言
語
を
懸
命
に

習
得
し
よ
う
と
し
た
。
布
教
目
的
の
た
め
や
、
自
ら
の
目
的
に
と

っ
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て
役

立

ち

そ
う

な

デ

ー

タ

を

収

集

す

る

た

め
だ

っ
た

の

で
あ

ろ
う

。

当

然

の

こ
と

な

が

ら

、

ケ

チ

ュ
ア
語

と

ヨ
ー

ロ

ッ
パ

諸

語

は

ま

っ

た
く

違

っ
て

い
た

の

で

、

ケ

チ

ュ
ア
語

の
習

得

は
彼

ら

に
と

っ
て
非

常

に

困

難

な

課

題

だ

っ
た

。

イ

ン
カ

人

の
言

語

の
独

特

の
音

を

正

し

く

発

音

す

る

こ
と

は

ス

ペ

イ

ン
人

に

と

っ
て
困

難

だ

っ
た

。

ラ

テ

ン
語

の
文

字

に
よ

っ
て

そ

れ

ら

の
音

を

正

確

に
写

す

こ
と

は

で
き

な

か

っ
た

。

コ

ス

コ

◎
o
誌
o
に

や

っ
て
き

た

ス

ペ

イ

ン
人

は

"
○
。
N
8

"

と

発

音

し

筆

記

し

た

。

さ

ら

に

、

彼

ら

に

と

っ
て

発

音

し

や

す

い
よ
う

に

"
O
自

8

"

へ
と

変

化

し

、
今

日

で

は

ク

ス

コ

O
器
8

と

表

記

さ

れ

る

よ

う

に
な

っ
た
。

ド

ミ

ン

ゴ

・
デ

・
サ

ン

ト

・
ト

マ

ス

U
o
ヨ
ぎ

σq
o
α
①

QQ
雪

8

目
。
ヨ
欝

師

は

、

ビ

セ

ン

テ

・
デ

・
バ

ル

ベ

ル

デ

閃
弓
昌

≦

8

三
①
α
①

<
巴
く
①
乙

①
師

が

一
五

三

八
年

に

連

れ

て
き

た

最

初

の

ド

ミ

ニ

コ
会

士

の

一
員

と

し

て

ペ

ル

ー

に

到

着

し

、

そ

の
布

教

の
間

に
ケ

チ

ュ
ア

語

を

学

び

、

一
五
六

〇
年

に

は

ス

ペ
イ

ン

の
バ

ヤ

ド

リ

ー
か

ら

『
イ

ン
カ

人

も

し

く

は

ペ

ル

ー

の
諸

王

の

一
般

言

語

の
文

法

』

と

い
う

ケ

チ

ュ

ア
語

の
文

法

書

を

公

刊

し

た

。

こ

れ

は

ケ

チ

ュ
ア
語

に

つ

い
て

ラ

テ

ン
語

で
書

か

れ

た

最

初

の
科

学

的

な
業

績

の

一
つ
だ

っ
た

。

ケ

チ

ュ

ア
語

と

ス

ペ

イ

ン
語

に

よ

る

文

化

の
普

及

に

つ

い

て
は

、

先

住

民

系

の
年

代

記
作

者

で
あ

り

イ

ラ

ス

ト

レ
ー

タ

ー

で
も

あ

る

ワ

マ
ン

・
ポ

ー

マ

・
デ

・
ア
ヤ

ラ

Ω
¢
鋤
3
き

℃
o
ヨ
9
畠
①
〉
蜜
巴
9
の
偉

業

が

卓

越

し

て

お

り

、
彼

の

『新

し

い
記

録

と

良

き

統

治

』

は

、

ピ

ー

シ

ュ

マ

ン

勺
一①
房
筈
ヨ
雪
コ
博

士

が

コ

ペ

ン

ハ
ー

ゲ

ン

の
王

立

図

書

館

で
写

本

を

発

見

す

る

一
九

〇

八
年

ま

で
世

界

に
知

ら

れ

て

い
な

か

っ

た

。

彼

の

イ

ラ

ス
ト

の
大

半

は

ス

ペ
イ

ン
的

な

も

の
と

先

住

民

的

な

も

の

の
混

合

を

表

象

し

て
お

り

、

そ

の
文

字

も

ま

た

同

じ

で
あ

る

。

筆

者

の
考

え

で

は
、

メ

ス

テ

ィ

ソ

の
イ

ン

カ

・
ガ

ル
シ

ラ

ソ

・
デ

・

ラ

・
ベ
ガ

ζ
8

Ω
鎚

亀

。
ω
。
畠
①
一〇
<
①
αQ
鋤
も

ま

た

、

こ

の
章

で
述

べ

ら

れ

て

い
る
共

存

の
例

で

あ

る

。

彼

は

一
五

四

〇

年

に

ク

ス

コ
で
生

ま

れ

、

二

〇
歳

ま

で

そ

こ

で

暮

ら

し

た

。

両

方

の
言

語

に
知

悉

す

る

に
は

十

分

な

時

間

で

あ

る

。

ス

ペ
イ

ン

に
渡

り

、

ス

ペ
イ

ン
語

に
磨

き

を

か

け

、
生

ま

れ
故

郷

を

思

い
出

し

な

が

ら

名

著

『イ

ン

カ
皇

統

記

』

を

生

ん
だ

。

少

し

ず

つ
、

二

つ

の
文

化

の
関

係

と

習

得

が

進

展

し

て

い

っ
た

。

例

え

ば

、
ケ

チ

ュ
ア
語

に
よ

る
最

初

の
カ

ト

リ

ッ
ク

要

理

が

生

ま

れ

、

人

々

は
次

の

よ
う

に
主

の
祈

り

の
仕

方

を

学

ぶ
よ

う

に
な

っ
た

。

[
ケ

チ

ュ
ア
語

]

§
ヒ
亀

ぎ

§

嵩
亀
§

偽
魯
黛
ぎ
嵩
ミ
乱
ぎ

心

吻
ミ
量
ミ
ヒ
ミ
遷
ヒ
ら
ぎ

ζ
黛
ぎ
簿

ミ
ミ
…
…
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実
際
、
植
民
地
時
代
や
独
立
後
も
、
両
方
の
文
化
や
言
語
の
関
係

に
は
不
安
定
な
も
の
が
あ

っ
た
。
ス
ペ
イ
ン
語
の
公
用
語
化
に
よ
り
、

イ
ン
カ
の
住
民
と
言
語
は
危
機
の
時
代
を
迎
え
、
ル
ナ
シ
ミ
語
は
優

勢
言
語
と
し
て
の
地
位
を
失

っ
た
。

◎

ケ
チ

ュ
ア
語
が
自
ら
の
領
土
に
お
い
て
ス
ペ
イ
ン
語
と
共
存
し
て

い
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
受
け
入
れ
る
た
め
に
は
、
多
く
の

歳
月
が
経

過
す
る
必
要
が
あ

っ
た
の
で
あ
る
。

現
在
で
は
、
相
互
交
流
が
生
ま
れ
て
き
て
い
る
。

一
方
で
は
、
ケ

チ

ュ
ア
語
は
語
彙
を
増
や
す
必
要
が
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は
ス
ペ
イ

ン
語
か
ら
語
彙
を
借
用
し
た
。
い
く

つ
か
の
語
彙
は
元
々
の
性
格
を

維
持
し
て

い
る
が
、
接
辞
や
音
韻
の
影
響
に
よ
り
変
化
を
こ
う
む

っ

た
り
同
化

さ
れ
た
り
し
て
い
る
。
特
に
ス
ペ
イ
ン
か
ら
伝
来
し
た
動

[
ス

ペ

イ

ン

語

訳

]

勺
9
鮎
『
①
ツ
嗣¢
①
ω
酔
『
O

の
=
①
①
ω
酔
か
Qo
①
コ
一〇
ω
O
一①
一〇
ω

QD
9
コ
け
一訪
0
9
α
O
ω
①
9
一
口
昌
O
ヨ
げ
『
①
:

[
日

本

語

訳

]

天

に

ま

し

ま

す

わ

れ

ら

の

父

よ

御

名

の

尊

ば

れ

ん

こ

と

を

…

…

表7ス ペイン語からの借用語

スペイン語 か ら ケチュア語へ 文例

carro karru Karruhamushan.[Vieneuncarro.車 が 来 ま す]

tren tren mosoqtren[untrennuevo新 し い 列 車]

tren tree Trenpihamuni.[Vengoentren.私 は 列 車 で 来 ま す]

vaca waka nogaqwakay[mivaca私 の 牛 コ

caballo kawallu Kawalluqaunayoqkashan.[Elcaballotieneuncrio.

そ の 馬 に は 子 馬 が い ま す.]

computadora computadora allincomputadora[unaBuenacomputadora

よ い コ ン ピ ュ ー タ ー]

表8ケ チュア語からの借用語

ケチ ュア語 か ら スペイン語 へ 日本語の意味

kancha cancha サッカー場などの囲まれた場所

chakra chacra 畑

kiwna
●

quinua キヌア(栄 養の豊かなアンデスの穀物)

wik'una vicuna ビクーニャ(ラ クダ科の野生動物、毛を利用する)

一49一



物

の
名
称

の
よ
う
な
場
合
で
あ
る

(表
7
)
。

他
方
、
多
く
の
ケ
チ

ュ
ア
語
の
語
彙
が
ス
ペ
イ

ン
語
の
中
に
取
り

入
れ
ら
れ
た

(表
8
)。

五

二
〇

・
二

一
世
紀
に
お
け
る
ケ
チ

ュ
ア
語
の
文
字

と
教
育

1

文
字
の
統

一
の
重
要
性

イ
ン
カ
時
代
に
は
、
無
文
字
言
語

の
使
用
が
可
能
で
あ

っ
た
。
多

様
な
地
理
的
階
梯
を
占
有
し
相
互
依
存
的
な
農
業
や
牧
畜
に
従
事
し

な
け
れ
ば

な
ら
な
か

っ
た
異
な
る
民
族
集
団

の
間
で
は

コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
を
日
常
的
に
継
続
す
る
こ
と
が
必
要
だ

っ
た
か
ら
で
あ

る
。
今
日
で
は
そ
れ
ら
の
民
族
集
団
は
い
ま
だ
に
自
ら
の
言
語
を
維

持
し
て
は

い
る
け
れ
ど
も
、
互
い
に
分
立
し
て
新
し
い
国
々
を
形
成

し
、
さ
ま
ざ
ま
な
政
策
を
採
用
し
て
い
る
。
し
た
が

っ
て
、

つ
ね
に

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
ト
す
る
と
い
う
習
慣
が
な
く
な

っ
た
。
だ
か
ら
、
ケ

チ

ュ
ア
語
を
使
用
す
る
あ
ら
ゆ
る
民
族
集
団
が
、
あ
る
い
は
各
国
の

代
表
が

一
堂
に
会
し
て
諸
条
件
を
、
例
え
ば
文
字
の
統

一
を
決
定
す

る
よ
う
な

こ
と
は
困
難
に
な

っ
て
い
る
。

四
五
〇
年
前
か
ら
、
ケ
チ
ュ
ア
語
の
口
頭
伝
承
の
収
集
や
文
法
の

研

究

、

宗

教

的

・
政
治

的

・
詩

的

な

文

章

表

現

が

実

践

さ

れ

て
き

た

。

そ

れ

ら

は

ユ

ニ
ー

ク

さ

と

豊

か

さ

に
よ

り

文

字

に
書

か

れ

て
普

及

し

て

い

っ
た

が

、

著

作

家

た

ち

が

常

に
直

面

し

た
最

大

の
困
難

の

一
つ

が

イ

ン
カ

の
言

語

の
特

徴

で
あ

る
帯

気

音

や
破

裂
音

を

正
確

に

表

記

す

る

こ
と

で

あ

っ
た

。

す

で

に

二
〇

世

紀

の
な

か

ば

に

は

、
最

初

に

ボ

リ

ビ

ア
で

ケ

チ

ュ

ア

語

と

ア
イ

マ
ラ
語

が
国

家

語

で
あ

る

と

宣

言

さ

れ

た

。

こ
れ

は

決

定

的

な

一
歩

だ

っ
た

。

ペ

ル

ー

で

は

、

一
九

六

〇

年

代

末

の

こ

と

で

あ

り

、

フ

ア

ン

・
ベ

ラ

ス

コ

・
ア

ル

バ

ラ

ー

ド

旨

き

く
①
一9
N
8

≧

<
餌
轟

α
。

大

統

領

の
政

権

(
一
九

六

八

-

七

五
年

)

が

先

住

民

と

そ

の
言

語

の

た

め

の
新

し

い
諸

改

革

を

断

行

し

た

。

そ

の

一
つ
が

ケ

チ

ュ
ア
語

を

公

用

語

化

し

、

基

礎

ア

ル

フ

ァ

ベ

ッ
ト

を

作

成

す

る
と

い
う

も

の

で

あ

っ
た

。

何

年

か

が

経

過

し

、

一
九

七

五
年

に

は

五
月

二
七

日
付

で

政

令

第

二

一

一
五

六

号

が

発

布

さ

れ

、

そ

の
結

果

、
次

の

よ
う

な

ア

ル

フ

ァ
ベ

ッ
ト

が
公

布

さ

れ

た

の
で
あ

る
。

母

音

は

、

五

つ
の
母

音

(
a
、

e
、

i
、

0
、

U
)

か

ら
構

成

さ

れ

る

。

こ

れ

ら

の
母

音

に

つ
い

て
は

融

通

性

が
あ

り

、

三

つ

の
母
音

(
a
、

i
、

u
)

だ

け

を

使

用

す

る

こ
と

も

で
き

る
。

子

音

は

、

一
六

の

子

音

(

山
、

h
、

k

、

1
、

U
、

m
、

n
、

・n
、

P
、

q
、

r
、

s
、

曲

、

t
、

W
、

y
)

か

ら

構

成

さ

れ

る
。
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表9ケ チュア語の子音の特殊な発音

平音 ch k p q t

帯気音 chh kh ph qh th

破裂音 ch' k' P' q' t'

そ
れ
ら
の
う
ち
の
五
つ
の
子
音
に
つ
い
て
は
そ

れ
ぞ
れ
二
つ
ず

つ
子
音
が
派
生
し
て
お
り
、
ケ

チ

ュ
ア
語
独
特

の
音
を
表
わ
し
て
い
る
。
こ
こ

か
ら
、
次
の
よ
う
な
三
種
類
の
子
音
が
生
ま
れ

た

(表
9
)
。

ク
ス
コ
の
ケ
チ

ュ
ア
語
学
会
は
二
〇
世
紀
の

最
初
の
頃
か
ら
存
在
す
る
が
、
こ
の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
の
使
用
を
承
認
し
認
可
し
た
。
そ
の
と

き
以
来
、
新
聞
で
も
、
ペ
ル
ー
や
ボ
リ
ビ
ア
の

大
半
に
お
け
る
ケ
チ

ュ
ア
語
教
育
で
も
使
用
さ

れ
て
き
た
。
エ
ク
ア
ド
ル
は
独
自

の
ア
ル
フ
ァ

ベ
ッ
ト
を
有
し
て
い
る
が
、
あ
ま
り
差
異
は
な

い
。2

ケ

チ

ュ
ア

語

の

教

育

ク

ス

コ

の
ケ

チ

ュ
ア

語

学

会

と

は

別

に
、

新

し

い
教

育

…機
関

が
設

置

さ

れ

た

。

そ

の

一
つ
が

ク

ス

コ

の

カ

ト

リ

ッ

ク

系

の

ア

ン

デ

ス

司

牧

研

究

所

H蕊

葺

三
。
α
。
勺
霧
8
『
巴

〉
昌
岳
壼

ユ
①

O
ロ
。。
8

で
あ

り

、

一
九

七

六

年

か

ら

国

内

外

の

聖
職
者
を
対
象
に
ケ
チ

ュ
ア
語
教
育
を
開
始
し
た
。
彼
ら
聖
職
者
は
、

ケ
チ
ュ
ア
語
圏
の
農
村
で
司
牧
活
動
に
従
事
す
る
た
め
に
こ
の
言
語

を
習
得
す
る
必
要
が
あ

っ
た
。
八
〇
年
代
以
降
に
は
、
彼
ら
に
加
え

て
、
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
専
門
家
や
研
究
者
、
人
類
学
者
が
、
国
内

外
か
ら
参
加
す
る
よ
う
に
な
り
、
イ
ン
カ
の
言
語
を
習
得
し
よ
う
と

し
て
、
夏
期
コ
ー
ス
へ
の
参
加
者

の
層
を
厚
く
し
た
。
夏
期
コ
ー
ス

は
、
ペ
ル
ー
の
学
校
が
休
み
に
な
る
毎
年

一
月
と
二
月
に
実
施
さ
れ

た
。隣

国
の
ボ
リ
ビ
ア
で
は
、
ラ
パ
ス
と
コ
チ

ャ
バ
ン
バ
の
両
都
市
に

ケ
チ

ュ
ア
語
を
学
習
す
る
セ
ン
タ
ー
が
あ
る
。
さ
ら
に
、

エ
ク
ア
ド

ル
や
、
そ
の
他
ケ
チ
ュ
ア
語
が
話
さ
れ
て
い
る
国
々
で
も
、
そ
れ
ぞ

れ
独
自
の
教
育
機
関
が
存
在
す
る
。

大
学
で
は
、
学
生
が
専
攻
す
る
学
部
や
課
程
に
応
じ
て
ケ
チ
ュ
ア

語
が
必
修
科
目
や
選
択
科
目
に
指
定
さ
れ
て

い
る
。

ケ
チ
ュ
ア
語

の
教
育
は
拡
大
傾
向
に
あ
り
、
今
で
は
ラ
テ
ン
ア
メ

リ
カ
だ
け
で
は
な
く
、
米
国
の
よ
う
な
諸
外
国
で
も
教
育
さ
れ
て
い

る
。
米
国
で
は
好
評
を
博
し
、
い
く

つ
か
の
大
学
で
は
言
語
教
育

の

中

の
科
目
の

一
つ
と
な

っ
て
い
る
。
ミ
シ
ガ

ン
大
学

で
は
通
常

の

コ
ー
ス
と
集
中
コ
ー
ス
が
あ
り
、
さ
ら
に
夏
期

コ
ー
ス
の
た
め
に
は

ク
ス
コ
と
協
定
を
結
ん
で
い
る
。
カ
リ
フ
ォ
ル
ニ
ア
大
学
に
も
夏
期
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コ
ー
ス
が
あ
り
、
そ
の
他
ウ
ィ
ス
コ
ン
シ
ン
大
学
は
夏
期

コ
ー
ス
の

た
め
の
協
定
を

エ
ク
ア
ド
ル
と
結
ん
で
い
る
。

日
本
で
は
ま
だ
、
大
学
で
学
ぶ
外
国
語
科
目
の
仲
間
入
り
を
果
た

し
て
い
な

い
。
し
か
し
、
ケ
チ
ュ
ア
語
に
関
心
を
示
し
学
ん
で
み
た

い
と

い
う

日
本
人
は
少
な
く
な
い
。
好
奇
心
か
ら
の
人
も
あ
れ
ば
、

ア
ン
デ
ス
の
魅
力
的
な
歌
を
歌
え
る
よ
う
に
な
り
た

い
人
や
、
自
分

の
専
門
の
た
め
に
学
ん
で
い
る
研
究
者
や
言
語
学
者
も

い
る
。
筆
者

自
身
は
、
ペ
ル
ー
で
も
日
本
で
も
ケ
チ
ュ
ア
語
教
育
の
経
験
が
あ
り
、

そ
の
経
験

は
常
に
満
足
の
ゆ
く
も

の
だ

っ
た
。

一
九
八
五
年
に
は
じ

め
て
日
本

に
来
て
驚
い
た
こ
と
は
、
イ
ン
カ
の
言
語
を
学
び
た
い
と

い
う
た
く

さ
ん
の
人
に
出
会
え
た
こ
と
で
あ
る
。
現
在
で
は
、
毎
年

半
期
の
あ

い
だ
、
奈
良
大
学
で
史
学
科
や
文
化
財
学
科
の
学
生
た
ち

に
ケ
チ
ュ
ア
語
を
教
え
る
機
会
を
得
て
い
る
。
学
生
た
ち
は
驚
く
く

ら

い
正
確

に
ケ
チ

ュ
ア
語
を
発
音
し
て
く
れ
る
。
そ
う

い
う
と
き
、

筆
者
は
誇
り
に
思
う
と
と
も
に
満
足
感
に
満
た
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

3

二
言
語
教
育

二
言
語
教
育

に
つ
い
て
は
、
ケ
チ

ュ
ア
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
が
優
勢

な
農
村
圏
に
お
い
て
適
切
な
教
育

の
推
進
役
を
担

っ
て
き
た
の
は
各

種
の
N
G
O
で
あ
る
。
ペ
ル
ー
を
は
じ
め
と
す
る
ス
ペ
イ
ン
語
圏
の

国
々
で
は
ど
こ
で
も
初
等

・
中
等
の
義
務
教
育
は
公
用
語
か
つ
優
勢

言
語
だ

っ
た
ス
ペ
イ
ン
語
で
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
を
考
え
合
わ
せ
る

な
ら
ば
、
さ
ま
ざ
ま
な
先
住
民
農
村
の
生
活
実
態
に
見
合

っ
た
教
育

を
求
め
て
闘
う
こ
と
は
容
易
な
こ
と
で
は
な
か

っ
た
。

ペ
ル
ー
で
は
、

一
九
八
〇
年
代
か
ら
は
教
育
省
に
よ
る
教
員
の
養

成
や
、
二
言
語
教
育
用
の
適
切
な
教
科
書
の
作
成
が
試
み
ら
れ
る
よ

う
に
な

っ
た
。
そ
の
事
業
は
次
の
よ
う
な
手
順
で
発
展
し
た
。
つ
ま

り
、
低
学
年
の
生
徒
は
最
初
の
う
ち
は
彼
ら
自
身
の
母
語
で
あ
る
先

住
民
言
語
で
教
育
さ
れ
、
ス
ペ
イ
ン
語
は
科

目
の

一
つ
と
し
て
、
つ

ま
り
第
二
言
語
と
し
て
教
え
ら
れ
る
。
学
年

が
上
が
る
に
つ
れ
て
、

授
業
は
両
方
の
言
語
で
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
初
等
教
育

の
最
終

学
年
ま
で
に
は
、
生
徒
は
通
常
の
ス
ペ
イ
ン
語
に
よ
る
教
育

へ
と
編

入
さ
れ
る
。
こ
れ
に
よ
り
自
ら
の
言
語
や
文
化
を
失
う
こ
と
が
な
く

な

っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
二
言
語
教
育
は
ペ
ル
ー
で
は
主
と

し
て
プ
ー
ノ
県
や
ク
ス
コ
県
で
実
行
さ
れ
て
き
た
。

一
九
九
〇
年
代

に
は
、
ボ
リ
ビ
ア
の
ラ
パ
ス
と

コ
チ
ャ
バ
ン
バ
の
両
県
で
同
じ
よ
う

な
こ
と
が
実
行
さ
れ
る
よ
う
に
な
り
、
特
に

コ
チ
ャ
バ
ン
バ
の
サ
ン

ア
ン
ド
レ
ス
大
学
に
は
現
在
で
は
二
言
語
教
育
専
攻
の
修
士
課
程
が

設
置
さ
れ
て
い
る
。

今
日
で
は
、
こ
の
よ
う
に
二
言
語
教
育
が
普
及
し
、

エ
ク
ア
ド
ル
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で
も
実
施
さ
れ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
る
。
こ
う
し
て
、
ケ
チ

ュ
ア
語

モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
の
生
徒
も
、
ア
ン
デ
ス
諸
国
の
そ
の
他
の
先
住
民
言

語

の
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル
の
生
徒
も
ま
た
、
短
期
間

の
う
ち
に
ス
ペ
イ
ン

語
と

の
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
つ
ま
り
二
言
語
併
用
者
に
な
る
だ
ろ
う
。

六

今
日
の
ケ
チ

ュ
ア
語
社
会

1

人
ロ

今
日
の
ケ
チ

ュ
ア
語
人
口
は
約

一
〇
〇
〇
万
に
の
ぼ
る
。
こ
れ
は
、

大
体
五
年
ご
と
に
各
国
で
実
施
さ
れ
る
国
勢
調
査
か
ら
推
定
し
た
も

の
で
あ
る
。
イ
ン
カ
時
代
の
人
口
は
、大
体

一
〇
〇
〇
万
く
ら

い
だ

っ

た
。
こ
の
デ
ー
タ
は

一
次
史
料
の
研
究
に
基
づ

い
て
、
家
屋
の
数
や

一
軒
当
た
り
の
住
民
の
数
か
ら
推
測
さ
れ
た
も

の
で
あ
る
。
例
え
ば
、

マ
ル
テ
ィ

ン

・
デ

・
ム
ル
ア
閃
轟
蜜
ζ
霞
什ヨ

号

ζ
霞
富

師

の
著
作

が
あ
る
。
彼
は

一
五
八
五
年
以
前
に
ペ
ル
ー
に
や
っ
て
き
て
、
『イ

ン
カ
諸
王

の
起
源
と
系
譜
』
と
い
う
年
代
記
の
中
で
ク
ス
コ
市
に
つ

い
て
次
の
よ
う
に
触
れ
て
い
る
。
「
こ
の
都
市
は

一
〇
万
軒
か
ら
な

る
町
で
あ
り
、
各
家
屋
に
は
二
な
い
し
三
人
の
住
民
が
暮
ら
し
て
い

て
、

一
〇
人
に
の
ぼ
る
こ
と
も
あ
る
。
そ
し
て
五
日
ご
と
に
ク
シ
パ

タ
と
呼
ば
れ
る
大
き
な
広
場
で
は
市
が
立

つ
。
こ
の
広
場
は

一
〇
万

人
を
収
容
で
き
る
。
」

そ
の
当
時
か
ら
今
日
ま
で
に
生
じ
た
変
動

に
も
か
か
わ
ら
ず
、
ケ

チ

ュ
ア
語
人
口
は
変
化
し
な
か

っ
た
と
い
う

こ
と
が
で
き
る
。
し
か

し
、
今
日
で
は
ケ
チ

ュ
ア
語
は
単
独
で
存
在
し

て
い
る
の
で
は
な
く
、

主
と
し
て
ス
ペ
イ
ン
語
と
共
存
し
て
い
る
。
そ
の
結
果
、
次
の
よ
う

な
集
団
が
出
現
し
て
い
る
。

①

ス
ペ
イ
ン
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル

②
ケ
チ

ュ
ア
語
モ
ノ
リ
ン
ガ
ル

③
ケ
チ

ュ
ア
語

・
ス
ペ
イ
ン
語
バ
イ
リ
ン
ガ

ル

④
受
動
的
バ
イ
リ
ン
ガ
ル

彼
ら
は
、
ケ
チ

ュ
ア
語
を
理
解
は
す
る
が
話
す
こ
と
が
で
き
な

い
人
々
か
、
反
対
に
、
ス
ペ
イ
ン
語
を
理
解
は
す
る
が
話
す
こ
と

が
で
き
な

い
人
々
で
あ
る
。

⑤

「隠
れ
」
バ
イ
リ
ン
ガ
ル

彼
ら
は
、
何
ら
か
の
理
由
に
よ
り
ケ
チ

ュ
ア
語
を
話
せ
な
い
か
、

あ
る

い
は
話
し
た
く
な
い
人
々
で
あ
る
。

⑥
ト
リ
リ
ン
ガ
ル

彼
ら
は
ケ
チ

ュ
ア
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
に
加
え
て
ア
イ
マ
ラ
語
や

そ
の
他
の
先
住
民
言
語
を
話
す
こ
と
が
で
き
る
人
々
で
あ
る
。

筆
者
が
尊
敬
す
る
バ
イ
リ
ン
ガ
ル
の

一
人

は
有
名
な
著
作
家

の
ホ
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セ

・
マ
リ

ア

・
ア

ル
ゲ

ー

ダ

ス

』
8

ひ
竃
9
二
。
〉
『
σq
口
①
号

ω
で

あ

る
。

彼

は

、

自

ら

の
小

説

を

通

し

て
ケ

チ

ュ
ア

の
文

化

や
言

語

の
真

髄

を

ペ

ル
ー

や
全

世

界

に
広

め

る

こ
と

が

で

き

た

。

2

ケ
チ

ュ
ア
語
の
メ
デ
ィ
ア

①
新
聞

さ
ま
ざ
ま
な
新
聞
社
が
定
期
的
に
教
育
を
テ
ー
マ
と
し
た
冊
子
を

ケ
チ

ュ
ア
語
で
発
刊
し
て
い
る
。

②
テ
レ
ビ

テ
レ
ビ

は
、
週
に

一
度
ア
ン
デ
ス
地
域

の
典
型
的
な
音
楽
や
伝
統

的
な
舞
踊

の
番
組
を
提
供
し
て
い
る
。

③
ラ
ジ
オ

ケ
チ
ュ
ア
語
の
ニ
ュ
ー
ス
や
教
育
番
組
、
音
楽
や
イ
ン
タ
ビ

ユ
ー

を
毎
日
放
送
し
て
い
る
多
く
の
ラ
ジ
オ
放
送
局
が
あ
る
。
ク
ス
コ
県

で
も

つ
と
も
聴
取
さ
れ
て
い
る
の
は

「イ
ン
テ
ィ
ラ
イ
ミ
」
ラ
ジ
オ

局

で
、
朝

の
四
時
か
ら
昼
の

一
二
時
ま
で
ケ
チ

ュ
ア
語
で
音
楽

や

ニ
ュ
ー
ス
、

コ
マ
ー
シ
ャ
ル
や
教
育
番
組
を
流
し
て
い
る
。
そ
の

あ
と
は
午
後
五
時
ま
で
ス
ペ
イ
ン
語
で
放
送
す
る
。
そ
れ
以
後
は
ケ

チ
ュ
ア
語
と
ス
ペ
イ
ン
語
で
か
わ
る
が
わ
る
放
送
す
る
の
で
あ
る
。

④
電
話
お
よ
び
イ
ン
タ
ー
ネ

ッ
ト

都
市
近
郊
の
ケ
チ

ュ
ア
系
農
村
で
は
す
で
に
あ
ら
ゆ
る
種
類
の
電

話
が
あ
り
、
E
メ
ー
ル
で
は
ケ
チ
ュ
ア
語
で
書

い
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
を

送
る
こ
と
も
で
き
る
。

3

習
俗
と
宗
教

ケ
チ

ュ
ア
系
の
農
村
で
は
、
都
市
か
ら
遠

け
れ
ば
遠

い
ほ
ど
、
そ

れ
だ
け
多
く
過
去
か
ら
の
習
俗
が
保
存
さ
れ

て
い
る
。

一
般
的
に
、

人
々
は
農
業
や
牧
畜
に
従
事
し
て
お
り
、
イ

ン
カ
の
祖
先
た
ち
の
よ

う
に
自
然
と

一
体
化
し
て
暮
ら
し
、
「盗
む
な
か
れ
、
怠
け
る
な
か
れ
、

嘘
を

つ
く
な
か
れ

自ミ
窺
蓬
ミ
奪
黛ミ
亀
禽
§
為
ミ
黛
、ミ
貯
」
と
い
う
イ

ン
カ
の
戒
律
を
忠
実
に
守

っ
て
い
る
。

八
月
に
は
、
種
蒔
き
が
始
ま
る
前
に
、
パ
チ
ャ
マ
マ
、
§
ぎ
ミ
亀ミ
黛

と
呼
ば
れ
る
大
地
の
母
に
感
謝
す
る
た
め
に
先
祖
伝
来

の
儀
礼
を
行

う

こ
と
が
習
慣
と
な

っ
て
い
る
。
四
月
や
五
月
の
収
穫

の
時
期
に
た

く
さ
ん
の
収
穫
が
あ
り
ま
す
よ
う
に
、
と
祈
る
の
で
あ
る
。
同
じ
よ

う

に
、
ア
ル
パ
カ
や
羊
の
毛
刈
り
を
す
る
前

に
は
、
ア
ブ
§
ミ
と
呼

ば
れ
る
聖
な
る
丘
や
山
の
神
々
に
感
謝
し
、
許
可
を
得
る
た
め
の
儀

礼
を
と
り
お
こ
な
う
。
動
物

の
世
話
を
し
守

っ
て
く
れ
る
の
は
ア
ブ

た
ち
だ
か
ら
で
あ
る
。
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農
作
業

で
い
ま
だ
に
存
続
し
て
い
る
習
慣
の

一
つ
は
ア
イ
ニ
亀
ミ

と
呼
ば
れ
る
互
酬
労
働
、
つ
ま
り

「今
日
は
私
が
君
の
た
め
に
働
き
、

そ
の
代
わ
り
に
明
日
は
君
が
私
の
た
め
に
働
く
」
と
い
う
も

の
で
あ

る
。
四
月

や
五
月
に
は
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
を
収
穫
す
る
が
、
収
穫

の
最

後

の
段
階

で
は
、
サ
ン
ク
砺§
ぎ
ミ
と
呼
ば
れ
る
、
煎

っ
て
粉
に
挽

い
た
ト
ウ

モ
ロ
コ
シ
の
デ
ザ
ー
ト
を
こ
し
ら
え
る
こ
と
が
習
慣
と

な

っ
て
い
る
。
そ
れ
を
食
事
と

一
緒
に
給
仕
し
て
そ
の
日
の
共
同
作

業
を
終
え

る
の
で
あ
る
。

ジ
ャ
ガ
イ
モ
の
収
穫

の
時
に
は
、
こ
れ
も
五
月
に
行
わ
れ
る
の
で

あ
る
が
、

ワ
テ
ィ
ア
ミ
ミ
ミ
黛
と
呼
ば
れ
る
野
外
料
理
を
す
る
習
慣

が
あ
る
。
収
穫
し
た
そ
の
地
面
で
ジ

ャ
ガ
イ
モ
を
料
理
す
る
の
で
あ

る
。
だ
か
ら
独
特
の
味
が
し
て
美
味
で
も
あ
る
。

一
般
に
、
ア
イ
ユ
ミ
ミ
ミ
と
呼
ば
れ
る
す
べ
て
の
農
村

で
は
、
ど

ん
な
に
辺
鄙
な
と

こ
ろ
に
あ

っ
て
も
、
住
民
は
キ
リ
ス
ト
教
徒
で
、

そ
の
大
半
が
カ
ト
リ
ッ
ク
教
徒
で
あ
る
。
彼
ら
は
日
曜
日
に
は
ミ
サ

に
行
き
、
宗
教
的
な
祝
祭
を
祝
う
。
ミ
サ
は
ケ
チ

ュ
ア
語
か
ス
ペ
イ

ン
語
で
行
わ
れ
、
人
々
は
ケ
チ

ュ
ア
語
か
ス
ペ
イ
ン
語
で
祈
り
、
歌

う
。
両
方

の
言
語
の
賛
美
歌
が
あ
る
の
だ
。
ケ
チ

ュ
ア
語

の
歌
は
表

現
豊
か
で
感
傷
的
で
あ
り
、
最
も
有
名
な
曲
の

一
つ
が
、
悲
し
み
の

聖
母
マ
リ
ア
像
の
そ
ば
で
聖
金
曜
日
に
歌
わ
れ
る
と

い
う
次

の
曲
で

あ

る

。

[
ケ

チ

ュ
ア
語

]

き

ぎ

ミ
亀
ミ
亀

、
ミ
こ
、
身
ミ
き

ミ
費
ミ
亀

費
ミ

ミ
亀
罫
ぎ
ミ
誠
§

O
ミ
o
心
、匙
穎
ミ
亀
:
:
:

[
日
本

語

訳

]

行

き

ま

し

ょ
う

、

聖

母

マ
リ

ア
様

、

出

発

し

ま

し

ょ
う

、

御

子

イ

エ

ス
様

を

探

し

に
行

き

ま

し

ょ
う

、

山

を

越

え

、

谷

を

越

え

て

…

…

4

祝
祭
と
娯
楽

ケ
チ

ュ
ア
語
を
話
す
人
々
は
、
確
か
に
貧
し

い
生
活
を
送

っ
て
い

る
け
れ
ど
も
、
誰
も
悲
し
ん
だ
り
孤
独
を
感
じ
た
り
す
る
こ
と
は
な

い
。
も
ち

ろ
ん
金
銭
的
な
富
と

い
う
考
え
も
持
た
な

い
。
し
か
し
、

イ
ン
カ
や
キ
リ
ス
ト
教
の
祭
礼
を
盛
大
に
祝

っ
て
楽
し
む
こ
と
が
好

き
だ
。
そ
れ
ら
は

一
年
中
非
常
に
た
く
さ
ん
あ
り
、
そ
の
た
め
に
は

家
族
や
友
人
、
そ
し
て
隣
人
が
集
ま

っ
て
、
宴
会
を
開
く
だ
け
で
よ

い
。
食
べ
物
や
飲
み
物
を
欠
か
さ
ず
、
気
ま
ま
に
、
気
兼
ね
な
く
音
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楽

を

か

け

る

。

い
く

ら

騒

こ

う

と

、

誰

に
も

迷

惑

を

か

け

な

い
し

、

反
対

に

人

々
が

フ

ィ

エ
ス

タ

に
加

わ

っ
て

く

る

く

ら

い

で
あ

る
。

家

族

の
誰

か

の

誕
生

日

の
と

き

に
は

と

り

わ

け
盛

大

に
祝

福

さ

れ

る

。

コ
ウ

ィ

・
カ

ン

カ

心
ミ

罫

§

ぎ

と

呼

ば

れ

る

ク
イ

[
モ

ル

モ

ッ

ト

]

の
丸

焼

き

の

よ
う

な

伝

統

的

な

料

理

を

こ

し

ら

え

、

サ

ラ

・
ア

ハ

麸

ミ

黛
ぎ

と

呼

ば

れ

る

ト

ウ

モ

ロ

コ
シ

の
お

酒

を

飲

む

。

こ

の
お

酒

は

イ

ン

カ
時

代

か

ら

た

し

な

ま

れ

、

当

時

は

聖

な

る

飲

み
物

と

見

な

さ

れ

て

い

て
、

イ

ン

テ

ィ

ラ

イ

ミ

ミ
ミ

ミ
ミ

の
よ

う

な

太

陽

の
祭

り

で

は

タ

イ

タ

・
イ

ン

テ

ィ

§
k
ミ

、ミ
、
つ
ま

り

父

な

る

太

陽

神

に

献

上

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

。

今

日

で
は

、

こ

の
お

酒

の
製

造

と

と

も

に

イ

ン

テ

ィ

ラ
イ

ミ

の
祭

り

も

ま

た
挙

行

さ

れ

続

け

て

い

る
。

踊

っ
た

り

歌

っ
た

り

す

る

た

め

に

は

、
も

ち

ろ

ん

伝

承

さ

れ

て

き

た
も

の
か

ら

最

新

の
も

の
ま

で

さ

ま
ざ

ま

な

歌

や

踊

り

が

あ

る
。

カ

ス

ワ

魯

翁

蓬

と

呼

ば

れ

る

カ

ル

ナ

バ

ル

の

踊

り

や

ワ

イ

ノ

ミ
亀

き

と

呼

ば

れ

る

山

岳

部

の
歌

謡

、

ワ

イ

ラ

ス

ミ
ミ
、翁

と

し

て
知

ら

れ

る
激

し

い
舞

踏

、

そ

し

て

マ
リ
ネ

ラ

ヨ
霞

ぎ
①
轟
ω
の
よ

う

に

ス

ペ
イ

ン
か

ら

伝

わ

っ
た

踊

り

な

ど

が
あ

る

。

最

後

に
、

カ

ル

ナ

バ

ル

で
人

気

の
あ

る
曲

を

紹

介

し

て

お

く

。

[
ケ

チ

ュ
ア

語

]

、
ミ
ミ
、亀
)ら
9

ぎ
春

ミ
§

、
ミ
添
、、亀

、
ミ
ミ
、ミ
ミ
§
§

ミ

、
ミ
ミ
、ミ

:
:

[
日

本

語

訳

]

も

う

カ

ル

ナ

バ

ル

が

や

っ
て
き

た

そ
う

だ

、

さ

あ

楽

し

み
ま

し

ょ
う

・…

七

お
わ
り
に

ケ
チ
ュ
ア
語
と
そ
の
他
の
諸
言
語
の
関
係

や
共
存
は
、
文
化
的
に

も
精
神
的
に
も
豊
か
さ
を
生
ん
で
き
た
。
そ

の
こ
と
を
筆
者
は
誇
り

に
思
う
。

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
は
ほ
ん
と
う
に
楽
園
の
よ
う
な
も

の
で
、
自
然

は
格
別
だ
し
、
過
去
に
お
い
て
も
数
多
く
の
民
族
集
団
の
揺
藍

の
地

で
あ

っ
た
。
こ
の
地
域
で
は
多
様
な
文
化
が
発
展
を
し
、
そ
の
足
跡

が
今
な
お
残

っ
て
い
る
。
そ
れ
ら
民
族
集
団
は
生
活
形
態
が
違
う
し
、

話
す
言
語
が
違

っ
て
い
て
も
、
共
生
す
る
こ
と
を
知

っ
て
い
る
し
、

さ
ま
ざ
ま
な
文
化
を
発
展
さ
せ
て
き
た
。
私
た
ち
は
今
日
ま
で
そ
れ

ら
の
文
化
を
継
承
し
て
き
た
し
、
私
た
ち
に
と

っ
て
恒
久
的
な
財
産

と
な

っ
て
い
る
。
多
様
な
言
語
も
ま
た
そ
の
財
産

の

一
部
を
構
成
し

て
い
る
が
、
残
念
な
こ
と
に
、
そ
れ
ら
の
多
く
は
さ
ま
ざ
ま
な
理
由

に
よ
り
消
滅
し
、
そ
れ
と
と
も
に
消
滅
し
て
し
ま

っ
た
習
俗
や
文
化
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