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ア

ベ

ニ

ン

山

地

中
南
部
に

お

け
る

ト

ラ
ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

の

衰
退
過
程
に

つ

い

て

の

若
干
の

考
察

6 ヱ之

旧

大

陸
の

西

半
分
に

お

け
る

農
村
文

明

は
､

エ

コ

ロ

ジ

カ

ル

な

観
点

か

ら

す
れ

ば
､

移
動
的
牧
畜
生

活

を

し
て

い

た

社

会
集
団
が

､

農
耕
の

部
分

､

す
な

わ

ち

植
物
生

産
を

拡

大

し
､

定
住
的
生

活
へ

移
行

す
る

こ

と
に

よ
っ

て

つ

く

り

だ

さ

れ

た

も

の

で

あ

る

と

い

う

こ

と
が

で

き

る
｡

こ

こ

で

い

う
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

と

は
､

す

(

1
)

で

に

考
察
し

た

よ

う
に

､

生

活

様
式
と

し
て

､

換
言

す

れ

ば
､

そ

の

エ

コ

ロ

ジ

カ

ル

な

内

容
に

よ
っ

て
､

ま

ず
一

般
的
に

定

義
さ

れ

る

も
の

と
に

す
る

｡

す
な

わ

ち
､

地

縁
的
社

会

集
団
の

成
員
の

す

く

な

く

と
も

一

部
ほ

定

住
集

落
に

と

ど

ま

る

が
､

｢

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

+

が

語
源
的
に

意
味
す
る

よ

う
に

､

成

員
の
一

部
は

家

竹

内

啓

一

畜
と

と

も
に

牧
草
を

求
め

て

移
動
を

お

こ

な

う

生

活

様
式
で

あ

る
｡

そ

れ

が
､

放
牧
と

農
耕
と
の

あ

い

だ

の

移
行

形

態
で

あ

る

と
い

う

こ

と

ほ
､

他

方
で

は
､

放
牧
地

お

よ

び

家

畜
の

移
動
路
の

確
保
と

農
耕
の

拡
大

と
が

､

技
術

的
に

み

て

矛

盾
･

対

立

す
る

も
の

で

あ

る

以

上
､

こ

の

矛

盾
を

解
決
す
る

方

法
に

関
し

て
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

は
､

地

域
ご

と
に

異
な
る

社

会
的
諸

問
題
を

と

も

な
い

､

し

た

が
っ

て

そ

の

経

済
的

､

政

治

的
性
格
は

､

地

域
ご

と
に

多
様

で

あ

る
｡

旧

大

陸
の

文

化

史
に

お

い

て
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

の

存
在

の

あ

と
は

広
範
に

確
認
さ

れ

て

い

て
､

そ

の

分

布
の

範
囲
は

､

現

在
そ

れ

が

み

ら

れ

る

乾
燥

･

半

軍
旗

軋

賢
限

ら

れ

ず
､

北

西
ヨ

(

3
)

-

ロ

γ

パ

の

各

地
に

も

及
ん

で

い

た
｡

し
か

し
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ



( 63 ) ア ベ ニ ン 山地 中南部 に お け る ト ラ ン ス ヒ
ュ

マ ン ス の 衰 退 過 程 に つ い て

マ

ン

ス

の

エ

コ

ロ

ジ

カ

ル

な

基
礎
が

､

季
節
に

ょ

っ

て
､

牧
草
の

(

4
)

生

育
条
件
の

ち
が

う

放
牧
地

を

利
用
す

る

点
に

あ
る

と

す
れ

ば
､

気
候
条
件
か

ら

み

て
､

北

西
ヨ

ー

ロ

ッ

パ

に

お

け
る

そ

れ

が
､

主

と
し

て

垂

直
移
動
を

主

と

す
る

も
の

で

あ

っ

た

こ

と

は

容
易
に

理

解
さ

れ

る

し
､

そ

の

移
動
距

離
も

数
十
キ

ロ

以

内
で

決
し

て

大
き

(

5
)

く

な

く
､

村
落
の

領
域
内
に

と
ど

ま
る

こ

と

が

多
い

｡

こ

れ

に

対

し
て

､

地

中

海
地

域
に

お

い

て

は
､

夏
季
の

乾
燥
に

ょ

っ

て

特
色

づ

け

ら

れ

る

い

わ

ゆ
る

地

中

海
式
気
候
の

た

め

に
､

村

落
の

領
域

内
に

年
間
を

通
じ
て

放
牧
地

を

確

保
で

き

る

地

域
は

非
常
に

限

ら

れ
､

ま
た

､

季
節
ご

と
に

異
な

る

牧
場
の

あ
い

だ

の

移
動
は

､

垂

直
移
動
を

と

も

な

う
と

し

て

も
､

長
距
離
に

な
る

の

が

普
通
で

あ

る
｡

フ

エ

ル

ナ

ン

･

ブ

ロ

ー

デ
ル

は
､

そ

の

主

著
に

お

い

て
､

こ

の

種
の

社

会
経
済
史
研

究
の

モ

ノ

グ

ラ

フ

ィ

ー

と

し

て

ほ

異
色

な
こ

と
で

あ

る

が
､

第
一

巻
の

半
分
以

上

を

｢

環
境
の

役
割
+

と

超
さ

れ

た

分

析
に

あ
て

て

い

る
｡

彼
は

､

人

文

的

与

件
を

､

｢

海
+

と

｢

半

島
+

と

か

ら

な
る

地

中
海
の

環
境
条

件
を
ぬ

き

に

し
て

は

語

り

え

ぬ

点
に

､

ま

さ

に

地

中

海
世

界
の

特
質
を

見
た

の

で

あ
っ

た
｡

そ

し
て

｢

半
島
+

に

つ

い

て

は
､

ま

ず
｢

山
地
+

に

つ

い

て

の

べ
､

そ

の

社

会
に

､

地

中

海
世

界
の

一

つ

の

特

色
を

見
出
し

､

｢

山

地
+

か

ら

｢

平

野
+

へ

の

文

明
の

展
開
を

指
摘
し

た

の

で

あ

る

が
､

そ

こ

で

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

が
､

｢

最
も

地

中

海
世

界
的

な

特
色

(

6
)

の
一

つ
+

と

し
て

注

目
さ

れ

た

の

は
､

｢

平

野
+

の

農

村

文

明

と

活

動
的
な

都
市

文

明
の

展

開
と

が
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

民

(

7
)

に

ょ

っ

て

な
さ

れ

た

も
の

で

あ

る

こ

と

を

言
う
た

め

で

あ
っ

た
｡

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

は
､

一

見
､

見
事
な
ば

か

り

の

エ

コ

ロ

ジ

カ

ル

な

均

衡
を

具

現
し

て

い

る

が
､

そ

の

内

実

は
､

｢

平

野
+

の

農
村
に

お

け

る

農
業
生

産
力
の

発
展

､

都
市
経
済
の

変
貌
に

と

も

な
っ

て

衰
退
す

る
べ

き

も
の

だ

っ

た

の

で

あ

る
｡

し

た

が
っ

て
､

そ

れ

を

存
続
せ

し

め

た

構
造
お

よ

び

そ

の

衰
退
過

程
の

分
析
は

､

も

は

や
エ

コ

ロ

ジ

カ

ル

な

考
察
の

次

元
に

は

属
さ

な

い
｡

そ

こ

で

は
､

権
力
に

ょ

る

放
牧
の

保
護
に

関
わ

る

諸

制
度

､

イ
ベ

リ

ヤ

半

島
に

お

け
る

メ

ス

タ

に

よ
っ

て

最
も

良

く

知
ら

れ

て

い

る
｢

体

制
+

(

8
)

に

ま

ず
注
目
し

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

そ

の

さ

い

中
央
権
力
に

ょ

る

放
牧

･

家

畜
移
動

･

耕
作
に

関
す

る

保
護
乃

至

規
制
の

措
置
と

な

ら

ん

で
､

村
落
社

会
の

次

元
に

お

け

る

土

地
の

占
取

､

ま
た

は

共

同
利
用
に

関
す
る

諸

規
制
が

､

慣
行

的
に

ほ

中
央
権
力
に

ょ

る

規
制
に

時
間
的
に

先

行
す
る

も
の

と

し
て

､

そ

し

て
､

体

制
全

体

の

構
造
か

ら
み

れ

ば
､

中
央

権
力
に

ょ

る

規
制
を
さ

さ

え

る

も

の

っ

∂

と

し
て

､

同

時
に

存
在
し

て

い

た

は

ず
で

あ

る
｡

次
に

､

土
フ

ン

朗
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ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰
退

過

程
に

つ

い

て

考
察
す
る

さ

い

に

も
､

そ

の

よ

う
な

中

央
権
力
に

よ

る

保

護
乃

至

規

制
の

措
置
が

変
更
あ

る

い

は

撤
廃
さ

れ

る

に

い

た
っ

た

社

会
的

･

経

済
的
背
景
の

み

で

な

く
､

村
落
社

会
の

次

元
に

お

け

る

生

産
様
式

､

生

酒

様

式
の

変
化

､

よ

り
一

般
的
に

は
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

を

主

要
な

生

活

様
式

と

し
て

存
在
し

て

い

た

地

域
と

､

季
節
的

放
牧
地

と
し

て

家

畜
お

よ

び

牧

人
を

う

け
い

れ

て

き

た

地

域

と
の

双

方
の

変
貌
が

､

両

者

の

関

連
に

お

い

て
､

分

析
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

く

な
る

の

で

あ

る
｡(

1
)

竹
内

啓
一

｢

定

住

化

-
生

活
様

式

論
と

し

て

1
+

『

一

橋

論
叢
』

第

六
一

巻

一

九
六

九

年
三

〇

四

-
三

二
一

頁
｡

(

2
)

厳
密
に

い

え
ば

極
北
に

お

け

る

ト

ナ

カ

イ

放
牧

民
の

こ

と

を

考

慮

し

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

が
､

家

畜
の

性

格
の

ち

が

い

､

お

よ

び

農

耕
と

牧

畜
と
の

関

係
が

異
質
で

あ

る

こ

と

か

ら
､

こ

こ

で

は
､

一

応

考

察
の

そ

と
に

お

い

て

お

く
｡

(

3
)

E
.

〇
t

岩
m
訂
P

戸

芦

只
O

S
S
-

e

r
-

b
訂

治
§
ま
畠
内

乱

等

ヨ
恥

チ

∈
丸

ミ
h

q

か

鳥
丸

…
b
内

岩
葛
喜

一

…
札

等

知

己
Q

E

邑
k

ロ

ワ

已
訂
F
e

W
-

琵
e

P

∽
c

F

ユ
詩

昌
蒜
旨
e

{

守

句
○

記
C

F

亡

ロ
g

亡

n

払

勺

呂
已
s

H
e

許

-

〇
.

W
O
-

s

b
P

仁
e

n

-

¢

か

ぃ

S
.

-

N

■
-
-

汁

(

4
)

こ

れ
に

つ

い

て

の

適
切

な

指
摘
が

､

㍍
一

d
2

ヨ
P

n

F
O
-

､

A
s

勺
e
C
t

S

O
f

巳
○

亡

n
t

巴
n

J
-

訂
i

芦

A
ロ

巳
○
-

-

a

P
ロ

ー

-

岩
n
･

F
-

S
･

戸
E

ヨ
e

紆

G
･

ア

ナ

ー

○

ロ
e

S

(

e

e
.

n

昌

笥
へ

馬

首

聖

和
ま

§
申
さ

内

邑
Q

等
､

竃
監
&
Q

㌻

顎

首

加

賀
長

句

L

邑
｡

ロ

ー

芸
写

N

苫
1
N

望

に

純

み

ら

れ

る
｡

(

5
)

｢

村

落
の

領
域
+

と

は

い

わ

ゆ

る

｢

む

ら
+

､

す

な

わ

ち

定

住

集

落
の

領
域
の

こ

と

で

あ

る
｡

自

然

村

と

し

て

の

G
e

m
e

i

ロ

計

の

G
e

m

弓
打

ロ
ロ

粥

の

範
囲
で

あ
る

｡

(

6
)

句
.

]

野
P

n

計
-

.

ト
令

旨
訟
叫
k

官
岩
乳
害
こ
～

S
Q

ヾ
叫

軒
墓

誌
ぎ
葛

§
計
溝

恥

､
､

母
遥
慧

丸
恥

七

罠
甘

甘

ヽ

ト

S
2

C

O

n

計

盆
i

t
ト

○

ロ

ー

ま
か

ゴ
U

ヨ
e

H

p

∴
ぶ

(

7
)

I

b

阜

ワ

¢

N

(

8
)

メ

ス

タ

に

関

し
て

は
､

J

.
只
-

2
i

n

の

古

典

ヨ
b

ら

き
已

ミ

ゝ

望
や
"

せ
丸

吉

L

ぜ

§
訂
知

内
旨

彗
-

邑
Q

巧
打
訂

ギ
.

h

わ

記

-
h

箆
Q

C

P

ヨ
･

b

ユ

倉
e

-

¢

N

O

(

卜
取

ら

き
已
白

岩

邑
ユ
d

-

£
か
)

と

A
･

句
H

旨
○

弓
g
-

｢
p

t

r

p

ロ
S

F
亡

m
巴
1

C

O

e

n

E
s

勺

品
ロ
2

ゝ
達

達

已
読

札
～

n

計
叫
ヽ

息
空
包

-

ご
○

勺

p
.

N

い

ー

ー
N

宝
T

を

参
照
り

バ

ル

カ

ン

半

島
に

お

け

る

制

度
に

つ

い

て

は
､

小

林
茂

｢

ユ

ー

ゴ

ス

ラ

グ
ィ

ア

の

移

動

牧

畜
+

『

人

文

地

理
』

第
二

六

巻

一

九

七

四

年

一

-
三

〇

頁
に

お

け
る

考

察
が

あ

る
｡

地

中

海
地

域
の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

に

共

通

す
る

こ

の

よ

う

な

制

度
的

特
色

に

最
初
に

注

目

し

た
の

は
､

お

そ

ら

く

A
･

出
e
･

亡
e
【

m
甲
ロ

ロ

で

あ

ろ

う
｡

(

句
O

H

m
e

ロ

紆
r

句
e

言
W
巴
血

b

W
i

ユ
s

c

F

巴
t

(

T

岩
n
S

F

亡

ヨ
巴
岩
〇

.

A
-

m
w

-

ユ
s

c

F

已
什

.

宅
○

ヨ

邑
訂

巨

岳
)
･

→

哉
S
干

℃
ひ
恥

ヽ

訂

已

芦

邑
詫

言
設
計

息
㌣

ゝ
ひ

㌢

丸

茂

恕

b

芸
訂
b

訂
古

口

琶
内

岩
ト

音
芸
訂
駕
h

出
払

ミ
丸

達

h

り

篭
ノ

ヨ
e
s

ぎ
血

b

n

-

芸
O

S
･

N

ヨ
ー

N

害

お

よ

び

竹
篭
達

慧
㌫
語
e
叫

ミ
設
計

息

訂

h

昏
叫
Q
h

訂

室

長
き

如
叫

玉

出
Q
山

ぎ
薦

宴ヽ

知
己
ぎ

式
琶
叫
1

息
已
～

札

琵

琶
訂
q

訂
寄

ら

き

冨
叫

§
罠
式
?
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ュ

マ ン ス の 衰 退 過 橿 に つ い て

芝
急
設

出
r

p

ロ

n
S

C

F

w
e

鼠

-

芸
N

と

く

に

S
.

N

h

)

こ

ア

ベ

ニ

ン

山

地
に

お

け
る

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

存
在
は

､

こ

こ

で

考
察
の

対

象
に

す
る

中

南
部

､

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

･

モ

リ

ー

ゼ

か

ら
プ

ー

リ

ア
､

ル

カ

ー

ニ

ア

に

か

け
て

の

地

域
に

か

ぎ

ら

れ

(

9
)

る

も
の

で

は

な
い

｡

し

か

し
､

中

部
イ

タ

リ

ア

や

北
イ

タ

リ

ア

に

お

い

て

は
､

分

益

小

作
制
の

確
立

､

あ
る

い

は

土

地

改
良

事
業
の

進
展
と
い

う
よ

う
に

､

中
世

以

降
の

居

住

空

間
の

体

制
的
組
織
化

は
､

む

し

ろ

農
耕
生

産
力
の

増
大

と
い

う
方

向

で

な

さ

れ

た

の

で

あ
っ

た
｡

ま

た
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

に

つ

い

て

言

及

し

た

最

(

1 0
)

古
の

文

献
と

し

て

し

ば

し

ば

引

用
さ

れ

る

ワ

ル

ロ

の

文

章
も

プ

ー

リ

ア

に

関
す
る

も

の

で

あ

り
､

こ

こ

で

は

放
牧
地

に

移
動
し
て

く

る

家

畜
数
を

把
握

す
る

こ

と

に

ょ
っ

て

賦
課
額
を

決
定

す
る

こ

と

(

11
)

が

古

代
ロ

ー

マ

の

時
代
か

ら
な

さ

れ

て

い

た
｡

こ

れ

が

ノ

ル

マ

ン

(

1 2
)

王

朝
の

時
代
に

は
､

〔
ま

S

甘ヽ
山

冨
ミ
琵

ゝ
竹
串
訂
他

に

よ

っ

て
､

プ

ー

リ

ア

台
地

(

→
p

く
○
-
i

e

r

e

d
-

勺
一

品
-

訂
)

に

お

い

て
､

オ

リ

ー

ブ
､

ブ

ド

ウ

な

ど
の

植
樹
な

ど

を
で

き

る

か

ぎ

り

排
除
し
て

､

夏
の

放

牧
地

を

確
保
す

る

た

め
の

措
置
を

も

伴
な

う
よ

う
に

な
っ

た
｡

そ

の

起

源
は

､

こ

の

よ

う
に

し
て

は

る

か

以

前
に

遡
る

の

で

あ

る

が
､

い

わ

ゆ

る

｢

プ

ー

リ

ア

牧
羊
業
税
関
+

(

D
O

笥
ロ

p

d
e
-

-

P

呂
e

ロ

P

d
e
-

-

e

p

e
c

O
r

①

F

勺
⊥
品

-

i

P
)

の

組
織
化

は
､

十
五

世

紀
前
半
メ

リ

ノ

種
を

イ

タ

リ

ア

に

導
入

し

た

ア

ラ
ゴ

ン

王

朝
の

ア

ル

フ

ォ

ン

ソ

(

1 3
)

一

世
の

時
代
の

こ

と

で

あ

っ

た

と
さ

れ

て

い

る
｡

こ

の

制
度
が

ナ

ポ

レ

オ

ン

時
代
ま
で

そ

の

ま

ま

続
き

､

一

八

〇

六

年
ナ

ポ

リ

の

ブ

ル

ボ

ン

王

朝
に

よ

っ

て

｢

プ

ー

リ

ア

牧
羊

業
税

関
+

が

廃

止
さ

れ

て

か

ら

は
､

冬
の

放
牧
権

を
も

つ

者
に

原
則

と

し
て

永
代

小

作
権
が

与

え

ら

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

し

か

し
､

同

時
に

プ

ー

リ

ア

台
地

に

お

い

て

は
､

夏
季
に

か

ぎ
っ

て

の

放
牧
地

(

1 4
)

と

し

て

の

利
用
s

t

賢
0

2 .

C

P

棲
も

登

記
さ

れ

る

こ

と
に

な
り

､

二

重

の

永
代

利
用

権
が

存
在
す
る

よ

う
に

な

り
､

一

八

六

五

年
､

イ

タ

リ

ア

王

国
の

も

と
に

お

い

て
､

は

じ

め

て

土

地

私
有

権
が

設
定

さ

れ

る

よ

う
に

な

る

の

で

あ

る
｡

ア

ラ

ゴ

ン

王

朝
ア

ル

ア

ォ

ン

ソ

一

世
の

時
に

は

じ

ま

る

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

保
護
体

制
の

意
義

は
､

し

か

し

な
が

ら
､

こ

こ

で

の

わ

れ

わ

れ

の

関
心
か

ら

す
れ

ば
､

プ

ー

リ

ア

台
地
に

お

け
る

冬
の

放
牧
地

の

制
度
面

か

ら
の

整

備
､

す

な

わ

ち

冬

季
大

放
牧
租
借
地

-

O
C

監
-

O

n
e

の

設

定
に

つ

き
る

も

の

で

は

な
い

｡

数
十

キ
ロ

か

ら
､

場
合
に

ょ
っ

て

は

三

百

キ
ロ

に

も

達
す
る

夏
の

放

牧
地

と

冬
の

放

牧

地

と

の

あ

い

だ

を

移
動
す
る

た

め
に

ほ
､

移
動
路
に

沿
っ

た

村
落
社

会
と
の

あ

い

だ

に
､

慣
行

純
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的
に

移
動
路

､

-
イ
ベ

リ

ア

半
島
で

は

c

臣
巳
監

､

南
フ

ラ

ン

ス

で

c

胃

邑
r

票

南
カ

ル

パ

テ

ア

地

方
で

d
r

亡

m
〓
e

O

訂
r
ト
ー

O
r

と

呼
ば

れ
､

ア

ベ

ニ

ン

山
地

で

は
一

般
に

t

l

p
t

t

弓
-

と

呼
ば

れ

て

い

(

15
)

(

1 6
)

た

も

の

-
の

確
定
が

な

さ

れ

て

い

た

が
､

こ

れ

が

ナ

ポ

リ

王

国

の

半
島
部
全
域

に

わ

た
っ

て

整
備
さ

れ

た

こ

と

を

重

視
し

な

け

れ

(

17
)

ぱ

な

ら
な
い

｡

す
な

わ

ち
､

幅
六

〇
パ

γ

ソ

ま

た

は

三

〇
バ

ッ

ソ
､

(

1 8
)

場
合
に

よ

っ

て

は
一

〇
ま

た

は

二

〇
パ

ブ

ソ

の

ト

ラ

フ

ト

ゥ

ロ

が
､

植
樹

､

耕
作
の

禁
止

さ

れ

た

家

畜
通

過

路
と

し
て

確

保
さ

れ
､

家

畜
群
お

よ

び

牧
人
が

休
息

す
る

た

め

の
､

草
原

お

よ

び

飲
料
水

を

(

1 9
)

と

も

な
っ

た

r
i

p
O
S

O

が

ト

ラ

ッ

ト

ゥ

ロ

に

そ

っ

て

設

け

ら
れ

た
｡

ト

ラ

ソ

ト

ゥ

ロ

に

関
し
て

は
､

｢

プ

ー

リ

ア

牧

羊
業

税

関
+

の

廃

止

後
も

､

｢

旧

状
の

ま

ま

再

編
成

す

る

こ

と
+

が
､

プ

ー

リ

ア

台

地
の

長
官
(

L
､

A
m
m

巨
s
t

r

已
｡
r

e

口
e

ロ
e

邑
e

d
e
-

T

写
○
-

訂

且

(

2 0
)

か

ら
､

ア

ブ

ル

ソ

ツ
ォ

地

方
の

市

町

村
に

指
令
さ

れ

た
｡

す

く
な

く

と
も

､

制

度
面

か

ら

み

る

か

ぎ

り
､

プ

ー

リ

ア

台
地

に

お

け

る

土
地

利
用
に

関
し
て

は
､

十

九

世
紀
前

半
の

両
シ

チ

リ

王

国
の

時

代
に

お

い

て

も
､

農
耕
の

展
開
を

積

極
的
に

指
向

す
る

政

策
と

な

ら

ん

で
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

を

保
護
す
る

体

制
が

､

他

方
で

(

2 1
)

は

存
在
し
て

い

た

の

で

あ

る
｡

イ

タ

リ

ア

王

国
に

編

入

さ

れ

て

か

ら
の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

に

関
わ

る

諸

制
度
を

め

ぐ
っ

て

の

国

会
に

お

け

る

論

争
は

､

デ

絹
ハ

0

ィ

･

チ

ッ

コ

が

指
摘
す
る

よ

う
に

､

結
局
の

と

こ

ろ
､

羊
を

所
有

す

る

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

山

地

民

と

冬
の

放
牧
地

を

提
供
し
て

き

た

プ

(

2 2
)

-

リ

ア

の

平

野
民

と

の

対

立
で

あ
っ

た
｡

一

八

六

五

年
三

月
二

十

三

日

の

勅
令
に

ょ
っ

て
､

ト

ラ

ッ

ト

タ

ロ

の

管
理

を

フ

ォ

ッ

ジ

ア

の

長
官
が

統
一

的
に

お

こ

な

う

制
度
が

廃

止
さ

れ
､

リ

ボ

ー

ゾ

に

お

け

る

塩
の

無
料
給

付
も

な

く
な
っ

た

が
､

ト

ラ

フ

ト

ゥ

ロ

と
リ

ボ

ー

ゾ

と

は
､

｢

必

要
が

あ

る

か

ぎ

り
+

｢

王

国
ト

ラ

ッ

ト

ゥ

ロ

再

編

監

査

局
+

C
O

ヨ
【

已
s
s

甲
ユ

巴
O

p
e

:
p

河
2

旨
t

2

粥

岩

d

e
-

甲

声

(

2 3
)

T
r

巳
t

喜
一

の

管

轄
下
に

､

市
街
地

化

し

た

部
分

を

の

ぞ

け

ば

公

有

地

と

し
て

ほ

と

ん

ど

そ

の

ま

ま

残

さ

れ

る

こ

と
に

な
っ

た
｡

一

九

〇

八

年
に

こ

の

機
関
が

五

〇
万

分
の

一

の

縮
尺
で

作
成
し

た

ト

ラ

ソ

ト

ゥ

ロ

地

図

は
､

シ

ュ

プ

レ

ン

ゲ

ン

の

表
現

を

か

り

れ

ば

｢

一

(

2 4
)

五

三

三

年
以

来

最
初
の

も
の
+

で

あ

る

が
､

制
度
上

ト

ラ

ッ

ト

ゥ

ロ

が

存
続
し

て

き

た

以

上
の

よ

う

な

経

緯
か

ら

み

て
､

ナ

ポ

リ

王

国

半

島
部
に

伝

統

的
に

存
在
し
て

き

た

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

主

要
な

移
動
路
の

全

体

像
を

示

す
も

の

で

あ

る

と

考
え

る

こ

と
が

で

き

る
｡

(

第
一

図

参
照
)

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰
退

あ
る

い

は

消
滅
と
い

う

場
合

､

こ

れ

を

制
度
と
し

て

の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

と

理

解
す
る

な

ら



( 6 7 ) ア ベ ニ ン 山地 中南部 に お け る ト ラ ン ス ヒ
ュ

マ ン ス の 衰 退過 程 に つ い て

ば
､

最
後
ま
で

残
存
し

た

要
素
は

ト

ラ

ソ

ト

サ

ロ

で

あ

り
､

こ

れ

も
一

九
二

七

年
は

､

一

般
の

公

有
地

と
お

な

じ

取
り

扱
い

を

う
け

る

よ

う
に

な
っ

て
､

以

後
､

制
度
的
に

は

そ

の

耕
地

化
が

容
易
に

な
っ

た
｡

現

在
で

も

ト

ラ

フ

ト

ゥ

ロ

の

あ

と

は
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

第 1 図 ト ラ ッ ト ゥ
ロ の 分 布 図

一 完全に 残 っ て い る中森" 1950 年頃1
- - 1

部分 的に残っ て い る幹線(19 50 年頃)
- ･ - ･ 一 史料によ っ て知 11 れる

話11 次的な トラ ソ ト ゥ ロ

一 / F o g g l a

B a l･i

一■でこ

コt O

＼
一__....

く)

A l
r
ellirl O

N a p
oli

ヽ 一 -
- ■

A q uil a

0 5りⅠく1 11

(C o m T n i s s a ri a t o p e r la R ein t e
g
r a d ei R ･ R ･ T r att u ri

･
C αγね d β盲 T γ 肋 γ右

･

r , d ′伽 ,β仇 . β 仰 C右 β R ゆ0 ぶi 1 8 0 9 を も とに
,

ロ ･ S p r e n g
el o

p
･ C it ･ 1 9 7 0

･
1 9 7 1

,

L . F r a n ci o s a o p .
1 9 5 1 お よ ぴわ れわ れ の 調査 に よ っ て作成 し た ･ )

の

山
地

で

形
態
と

し

て
､

各
所
で

残

存
し

て

い

る

が
､

こ

れ

は

山

地

経
済
の

一

般
的

衰

退
の

な

か

で
､

耕
地

化
へ

の

動
機
が

な
い

た

め

で

あ
っ

て

(

第
二

図
)

､

平

地

部
で

は

耕
地

化
が

か

な

り

す

す

(

25
)

ん

で

い

る
｡

家

畜
の

移
動

､

と

く
に

伝
統
的
形

態

と
し

て

の

ア

ブ

ル

フ

ツ

ォ

山

地
か

ら
プ

ー

リ

ア

台
地

と
の

冬

季
の

家

畜
の

移
動
と
い

う

側
面

か

ら
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

を

み

る

な

ら

ば
､

移
動
す
る

家

畜
の

頭
数
は

､

今
世

紀
の

初
頭
以

来
急

減
し

､

十
七

世

紀
初
頭
に

四

七

〇
万

頭
い

た

冬

季
ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

か

ら
プ

ー

リ

ア

に

移
動
し

た

家

畜
数
が

､

一

九
一

〇

年
に

は

四

〇

万

頭
に

減
少
し

､

さ

ら
に

､

一

九
三

〇

年
代

以

降
は

､

そ

の

半
分

以

上
が

ト

ラ

ッ

ク
､

ま

た

は

列

車
で

運
ば

れ

る

よ

う
に

な
っ

た
｡

現
在
は

せ

い

ぜ

い

二

万

頭
で

､

か

つ

か

な

り

の

羊
が

肉
羊
で

あ

っ

て
､

こ

の

点
か

ら

み

れ

ば
､

伝

統
的
生

活

様
式

と

し
て

の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

も
､

全
般
的
に

は

第
二

次

大
戦
前

に

ほ

と

ん

ど

消
滅
し

た

と
い

う
こ

と
が

で

き

る
｡

生

活

様
式

と
し

て
一

般
的
に

定

義
さ

れ

る

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

な

ら
ば

､

現

在
で

も

ア
ベ

ニ

ン

山
地
の

各
地
で

み

ら

れ

る
｡

そ

れ

は

基
本

的
に

は

ア

ル

プ

ス

型
の

そ

れ

で

あ
っ

て
､

一

つ

は
､

数

は

決
し
て

多
く

な
い

が
､

村
落
の

領
域
内
で

､

夏
季

､

定
住
集
落

を
は

な

れ

て
､

二

千
メ

ー

ト

ル

を

こ

す

山

腹
に

ま

で

家

畜
を

放
牧

び
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( ア タ イ ラ 東商方 サ ン ･ ピ オ ･ デ レ ･ カ メ ン 村)ト ゥ
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一

第 2 図 ト ラ ッ

ミ′

′､

e プ
､
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･
0
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ごも

･.

り
,.も

ね
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_
q

7 6 8

モ㌢t
､ .:
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ニ否
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常＼

ヽ
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∴

一

芸
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O

ヽ

_

ク
′

才
一
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d ､

-

0
/

l q l 廿 ､
‾

- ヽ⊥,･･､
ニ与茎ゾ

5 0 0 tn

く
ノ

､

;

好
′

せ
●
1 グ

1a

ノ
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-
( ニ ′

ノ
ー

ウ ニ こ 辞 1 丈 - .

1(〉0 0 m

こ の ア タ イ ラーフ ォ ッ ジ ア の 幹線 ト ラ ワ ー ク ロ は 1 93 0 年代以降用 い ら れ て い な い ガ;
,

丘陵地帯で は 幅
1 1 1 m の 部分カミ

, アーモ ン ド の 植 え られ て い る周囲 の 土地利用 とは っ きり と区別 され て 残 っ て い る . 山

地 でも
, 形態的 に ト ラ ァ ト ゥ ロ の あ と はは

っ きり と確認で きるカ､; 地図 の 上 で は確認 でき な い . なお
,

原図

と して 用 い た I st itlユt O G e o g r afi c o M iljt a r e の 2 5
,
0 0 0 分 の 1 国 旺 1 95 4 年 の 航空写真か ら作成 され た も

の で あ る .

さ

せ

る

も
の

で

あ

っ

て
､

局
地

的

に

は
､

古
来
あ
っ

た

形

態

醐

で

あ

り
､

伝
統

的
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

の

一

部
分
の

残
存

(

2 6
)

と
み

な

す
こ

と
が

で

き

る
｡

し

か

し
､

現

在
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

放
牧
地

に

夏
季
み

ら
れ

る

家

畜
の

大

部
分
ほ

､

ア

ド

リ

ア

海
岸
平
野
部
の

資
本

家

的
経
営
の

大
家
畜
業
者
が

山
地

の

村
有
地

の

夏
季
放

牧
権
を

年
ご

と
の

入

札
に

よ

っ

て

獲
得
し

て
､

ト

ラ

ッ

ク

で

肉
牛
や

肉
羊
を

運
ん

で

く
る

も
の

で
､

お

な

じ

夏
の

放
牧
地

を

利
用

す
る

と
い

う
以

外
に

､

伝
統
的
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

と

は

何
の

関
係
も

な
い

｡

本

稿
で

は
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

山
地

集
落
の

生

活
の

次

元

で
､

伝

統
的

生

活

様
式

と
し

て

の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰
退

過

程

を

考

察
す
る

も

の

で

あ
っ

て
､

現

在
の

資
本

家

的

牧
畜
経

営
に

お

け
る

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

は

取

り

扱
わ

な

い
｡

後
者
は

､

観
光

業
(

夏
と

冬
の

リ

ゾ

ー

ト

の

う

け
い

れ
)

に

よ
っ

て

い

る

村
を

別
に

す

れ

ば
一

般

的
に

衰
退
し

っ

つ

あ

る

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

山
地

経

済
を

考
察
す
る

な
か

で

別
に

取

り

扱
わ

れ

る

ぺ

き

主

題
で

あ

ろ

う
｡

ア

ベ

ニ

ン

山
地

中
南

部
の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

と

い

う

場
合

､

冬
の

放
牧
地

と

し
て

は
､

プ

ー

リ

ア

台
地

以

外
に

も
､

ロ

ー

マ

平

原
(

A
g
r

O

河
○

ヨ
p

ロ

○
)

お

よ

び

マ

レ

ン

マ

地

方

も
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ュ

マ ン ス の 衰 退 過 程 に つ い て

た

し

か

に

あ
っ

た

の

で

あ

る

が
､

歴
史
的
に

み

て
､

ロ

ー

マ

平
原

や

マ

レ

ン

マ

と
の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

が

制
度
的
に

確
立

さ

れ

た

こ

と
が

な

か

っ

た

こ

と
､

お

よ

び

そ

の

数
が

プ

ゴ

リ

ア

に

移
動

(

2 7
)

し

た

も
の

に

此
し

て

非
常
に

少
な

か
っ

た

こ

と

な

ど
か

ら
､

こ

れ

に

つ

い

て

も
､

こ

こ

で

は

考
察
し

な
い

｡

(

9
)

G
一

句

已
-

瓜

.
｢
p

勺
P
∽

t

O
r

訂

岩
.

t

2
ロ
S

∈

ヨ
P
ロ
t

e

n
e
-

て

A
勺

勺
e

ロ
コ

i

n

O

∈

m
b
r

?
m

弓
C

F
i

g
i

P

ロ
○

卜
､

q
已
e

葛
篭

舛
く
H

I

I

-

巴
叫

p

ワ

岩
叫

-

い

い

N
.

N

00

叫

1
阜

-

O

H

b
i

P

J
p

p

監
t

O
H

訂

F

t
r

P

ロ
S

仁

m
a

已
e

n
e

買
I
t

巴
i

P

宝
n
t

岩
-

e

卜
白

勺
計

札
､

ヒ
已
叫

串

舛
｢
く
Ⅰ

【

望
T

O

p

ワ

か

ー

h

-
か

N

山

(

1 0
)

:

…
･

E
唱
じ

く
2

岩
S

C

訂
-

-

n
β

亡
p

m
‥

n
p

2

m
i

E

雫
e

g
e
S

i

n

A
勺

已
F

E

訂
ヨ
p

b

甲
ロ
t

-

β

2

呂
.

R
e

P
t
-

已
∽

m
O

邑
i

b

琵

琶
S

t
-

く

苧

b
p

ロ
t

.

C

亡

2

昌
.

{

e
r

F
p

由
C

E
n
p

-

O

C

p
.

已

i
一

品
仁

m

C

O

n
t

5
.

e

t

s
-

r

で
C

已
○
∽

-

S

訂

g
=
2
S

p
亡

b
-

訂

害

已
s

t

P
ロ
t

2
S

勺

監
t
-

○

ロ
e

S

㌧
.

(

呂
p

岩
宏

T
e

岩
ロ
t
i

已

く
告

芦
b
Q

記

⊇

邑
岩

-

芦
H

I
-

N

)

(

1 1
)

P

岩

岳
t

O

は
､

]

芦

T
･

く
駕
r

0

0

p
･

C
i

t

+
】

声
H

I
-

-

の

検

討
か

ら
､

こ

の

こ

と

を

指
摘

し
て

い

る

(

ト
白

書
忠
臣

礼

式
串
3

畠

受
訂

S

芸
白

丸

邑
b

甘
q

Q

言

礼
叫

七

式
叫

訂

の
∈

邑
e

岩
-

計
-

-

p

河
琵
琶

笥
p

d
e

g
-

∵
.

A
岩
E
ま

d
小

∽
t

a
t

O
こ

･

河
○

ヨ
p

-

芸
ヰ

p
･

-

N

)

(

1 2
)

こ

の

制
度
の

確

立

の

時

期

に

つ

い

て

は
､

G
･

芦

G
已
甲

ロ
t

r

宅

喜
岩

札
へ
h
Q

3
已

昌
Q

ヒ
Q

ユ
q

白

Q

駕
式
ヽ

息
…

計
患

叫
叫

邑
訂

h

≦
U

芦

Z

名
○

ご

ー

ヨ
00

p
.

N

加

N

に

お

い

て

ロ

ジ

ャ

ー

ス

二

世
の

時

期
と

さ

れ

て

い

る

が
､

J
.

出
卜

巴
l

C

F
i

已

望
Q

3
.

白

丸

邑
Q

勺
叫

喜
莞
Q

礼

監

知
式

喜

礼
丸

之

息
Q

訂

望
む

匂
○
-

i

-

00

詮
-

E

e

P

p

･

忘

な
ど

で

は

こ

れ

を

ブ

リ

ー

ド

リ

γ

ヒ

二

せ

の

時

代

と

し

て

い

る
｡

∽
･

句

岩
n

2 .

〇
∽

ヂ

ト
白

"

⊇

旨
芸

§
謡

莞
弓
ゝ
や

官
途

讃

訂
Q

b
Q

ミ
言
･

…
等

叫

札

計
謹
白
訂

呂
e

m
O

㌢
O

d
ト

G
e

O

粥

岩
P

P

E
c

O
ロ

O

m
訂
P

く
○
-

く
ー

ー

一

芸
-

p

p
･

訟

1
訟

で

は

根
拠
は

明

示

さ

れ

て

い

な

い

が
､

お

そ

ら

く

A
･

H
已
-
-

宅
チ

出

品
F
O
-

-

e

∽

屯
訂
旨
3
.斡

b

尽
訂
芸
已
訂
白

勺
ヽ
叫

軋

3 .

3.
ト

ト

勺
P

ユ
s

【

仇

訟

-
-

00

芝
Ⅰ

く

勺

p

+
笥

-
-

笠

に

ょ

っ

た
の

で

あ

ろ

う
､

こ

れ

が
一

一

･

五

五

年
ウ

ィ

リ

ア

ム

王

の

時

代
の

こ

と

で

あ
っ

た

と

記

さ

れ

て

い

る
｡

(

13
)

べ

ゎ

し
く

は
､

句
･

芦

U
e

m
｡
ロ
i

c
-

仏
-

卜
Q

監
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(
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)
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莞
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ヨ
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r
i

詩
e

ロ

謀
①
f

t

竺

呂
P

昌
一

岩

巴
｢
P

F
ロ

ー

宅
-

S
.

£
-
主

に

お

い

て
､

シ

ュ

プ

レ

ン

ゲ
ル

は

古

代
ロ

ー

マ

の

頃
か

ら
c
爪

己
e
s

巾

岩
打
-
-

c

冨

の

概

念
が

確
立

さ

れ

て

い

た
こ

と

を

示

し
て

い

る
｡

c

已
】

e

s

勺

旨
-

T

C

P
e

ほ
､

本

来

的
に

は

家

畜
の

移
動
路
で

あ
る

が
､

多
く

の

場
合

､

局
地

的
な

一

般

道

路
と

区

別

さ

れ
て

い

な

か
っ

た
｡

(

1 7
)

ナ

ポ

リ

王

国
の

半

島
部
で

は
､

一

バ

グ

ソ

は
一

･

八

五

メ

ー

ト

ル

に

相

当

す
る

｡

(

1 8
)

t

r

監
t

喜
i

､

b

岩
C

2 .

.

t

り

巳
t

弓
e
-
-

i

が
､

そ

の

幅
お

よ

び

通

過
可

能
な

家

畜

数
に

よ

っ

て

区

別

さ

れ

る

が
､

こ

の

三

つ

を

区

別

す
る

明

確
な

､

ナ

ポ

リ

王

国
全

土

に

共
通
の

規
準

は

な
か

っ

た
よ

う
で

あ

る
｡

ま
た

､

こ

こ

で

言

う
ト

ラ

ワ

ト

ゥ

ロ

と

ほ
､

制

度
上
王

の

直

轄
地

と

し
て

定

め

ら
れ

て

い

た

家

畜
移

動
路
の

こ

と
で

あ
っ

て
､

普

通
に

農

民
が

こ

の

言

葉
を

用
い

る

場
合
に

は
､

村

落
社

会
の

慣

行

と

し
て

定

め

ら

れ
て

い

た

村
落
内
で

の

家

畜

移
動

路

を

も

意
味

し
て

い

た
｡

(

1 9
)

こ

れ

は
､

何
よ

り

も

家

畜
の

休
息
の

た

め
の

設

備
で

あ
っ

て
､

牧
人
の

た

め
の

宿
泊

施

設

は

必

ず
し

も

な

か

っ

た
｡

(

句
一

望
一

口
e

ロ
O

m
i

2.C
昇
○

ワ

2 .

t
･

く
O

r

【

ワ

N

N

-

)

ま

た

リ

ボ

ー

ゾ

は
､

秋

に
､

家
畜

群

が

冬
の

放
牧
地
の

指

定
を

う
け

る

ま

で

の

期

間
､

一

時

的
に

待
機
す

る

秋
の

放
牧
地
と

し

て

の

役

割
(

G
.

呂
.

G
已
巴

-

t

r

O

ワ

C
i

t
.

<

○
-

･

い

p

+
宝
)

も

も
っ

て

い

た

の

で
､

プ

ー

リ

ア

台
地

に

近

い

と
こ

ろ

で

は

数

十
ヘ

ク

タ

ー

ル

の

草
地

を

も
っ

て

い

る

の

が

普

通

で

あ
っ

た
｡

(

G
･

野

呂
p

ロ

訂

早
､
～

訟

旨
買
取

札

邑
白

S

芸
白

丸
へ

畠
Q

L

甘
旨
ヽ
恥

訂

七
や

曳
訂

乱
叫

達

逮
Q
h

き
Q

ゝ

ぎ
寧
叫

旨

A
項
レ
i
-

p

-

£
阜

p
.

岩
)

こ

の

点
で

リ

ボ

ー

ゾ

は
､

プ

ー

リ

ア

台
地

に
､

入

牧
手

続
き
の

た

め
の

待

機
の

目

的
だ

け
の

た

め

に

設

け

ら

れ

た

↑
i

告
0

3

の

機

能

伽
ハ

ロ

を

も

は

た

す
こ

と
が

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

(

リ

ス

ト

ー

ロ

に

つ

い

て

の

説

明

ほ
､

勺
･

ロ
i

C
ト

c
O

O
●

ト
～

→

聖
Q
～

計

芸

軋
叫

勺
や

曳
訂

莞
叫

訂

≠

3 .

S
白

芸
監
恥

札

已

如
､

如
h

罠
Q

訂

句
○
内

管
p

-

芸
か

ワ

ミ
N

を

参
照
)

(

2 0
)

こ

れ
に

つ

い

て

ほ

勺
.

H

ヒ

C
i

宍
0

0

p
.

C
i

t
.

-

芸
ヰ

p
.

岩
○

が

簡
単
に

言

及

し
て

い

る
｡

一

八

〇

六

年
の

措
置

が

そ

れ

自

体

と

し

て

ほ
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

の

衰
退

を

め

ざ

す
も
の

で

は

な

か
っ

た
こ

と

を

示

す
た

め

に
､

フ

ォ

ア

ジ

ア

の

プ

ー

リ

ア

台

地

長

官
が

ア

タ

イ

ヲ

郡

監

督
官
(

I

n
t

e
】

乙
e

n
t

①
)

に
､

一

八
一

〇

年

九

月
二

九

日

に

発

し

た

文

書
(

A
言
F

-

ま
O

d
-

S
t

邑
O

d
e

〓
-

A
β

已
-

P
.

吉

宗
-
P

S
e

ユ
e
･

A
故

買
ト

G
e

ロ
e
【

巴
r

C

邑
e

g
O

ユ
p

-

N

)

の
一

部
を

か

か

げ
て

お

く
｡

S
-

c

c

O

m
2

S

O

n
O

皿

t

邑

:
e
-

n
t

e

g
r

巳
〓
r

e

g
小

丁

昌
t

t

弓
叫

e

∽

賢
e

ロ
t
-

i

ロ

C

O
t

e
∽

t

P

勺
r

O

く
i

ロ
○

早
c

O
S

-

a

P

β
亡
e
S

t

P

A
m
ヨ
昌.

i

s
t

岩
N

-

○

ロ
①

n
e
-

T
P
く

○
-

訂
r
①

S

-

s

O

ロ
O

S

勺
e

d
i

t

e

-

e
t

t
の

r
e

巴

G
F
d

訂
叶

d
-

勺
p

わ
e

d
①

〓

e

C
O

m
G

n
i

p
s

c

r
ト

t

t
e

n
e

-

-
､

P
ロ

ロ
e

諾
○

ロ

O
t

P

m
e

n
t

O

p
C

C

F

訂
.

d
e

ロ

き
s

e
-

i

r
-

S

p
e
t

t

才
P

m
e

巳
①

t

【

e

C

｡

甘
e

巴
b

呂
d
｡

i

已
s
t

P

ヨ
七
P

.

C

O
-

q
ロ

已
e

ど
○
】

己
i

n

賢
O

d
i

n

O

n

P

ヨ
m
O
く
①
H

S

〓
t

芹
○
-
-

c

O

ロ
0
0

賢
小

F

告
t
t
【

ゴ
a
t
t

弓
-

､

ロ
e

已

O

C

9
【

p

琶
e

p

P

ユ
e

d
e

m
e

▲計
∽
-

m
㌣

e

c

F
e

-

ロ
S

岩
.

一

声
p
【

ロ
e

n
t

e

e
S

S

i

G
i

u

已
c
小

d
-

勺
P
C

e

e

S
-

ロ

d
P
C
ト

d
O

記
∽

S

e

岩
-
-

三
-

g
E

駕
e

S

已
-

p

p
e
ト

m
P

ロ
e

ロ
N

P

d
-

n

わ
t

t
i

t
-

t

O
-

㌣

e

-

呂.

C

P

p
O

已

c

O

邑
岩
く
2

n
N
-

O

n
①

ユ
∽
C

O

芝
1

弓
2

β

莞
S

t

P

A

m
･

邑
口

訂
t

r

p
N
ト

○

ロ
①

･
‥

‥

(

中

略
)

‥

…
I

O

-

邑
P

ロ
t

〇
.

S
i

的
ロ
○
【

l

ロ
t

e

ロ

告
已
e

-

勺
e
r

C

F
か

【
､

○

勺
e
r

監
i

O

ロ
①

血

b

〓
a

邑
已
e

笥
P

仁
e

T

⊇
t
･
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t

弓
r

C

F
e

F
p

亡

n
p

勺

宅
t

e

計
】
】

p

J
e

g
g
e

告
N

-

ヨ
p

g
g

5
.

-

苦
か

コ

讐
宅

計
ロ
ー
e

-

P

C

昌
S

亡

監
-

○

ロ
2

計
-

T

写
○
-

賢
e

已

勺

長
l

F

孟
n
加

官

p
r

0
1

e
-
-

p

e

g

賀

呂
t

ぎ
､

S

O
コ

O

P

勺
1
e

笥
ヨ

小

p
e

言
F
か

中

書
訂
ト
e

-

p

c

O

m
勺
-

宍
e

n
N

P

d
i

O

邑
….

胃
①

C

O

m
e

巴

c

O

n
く

訂
n
O

P
d

e

s
s

i

G
i

亡

已
c

i

已

勺

宍
e

e

S

昌
.

計
r

c
}

p
c

c
-

ひ

ど
く
一

色
-

監
S
e

岩

s

已
-

P

p
e

r

ヨ

賀
①

ロ
N

P

已

計
1
t
i

-
i

-

○
-

丁
口

○

=
O

C
n -

己
n
e

-

c

賢
r

t
小

言
粥
-

↑

2
t

t

亡

ユ

毘

F

c

P
勺

O

d

:
n

ロ
○

く
p

N
叶

O

n
e

】

已
2

r
i

l
e

ト
ー

t

ま
t

O

P

q

焉
S

-

a

A

m
m

ぎ
i

∽
I

I

P
N

訂
n
e

､

p
2
1

C

O

∽
-

計

邑

宅
已
O

F
2

年
丁

∽

勺

O
S
i

N
-

○

ロ
e

C

F
①

勺

○
-

岩
n

n
O

C

O
r

r

品
g
2

蒜
e

才
2

n
a

岩
i

c

O

n
t

r

?

く
e

ロ
t

O
r

i

.

(

空

こ

れ

は

勺
一

望
C
i

(

C

｡

が

刊
行
し

た
一

八

三

〇

年

か

ら
一

八

三

二

年
の

間
に

書
か

れ

た

吋
P

S

C

｡
-

?
｢

等
｡
r

｡

d
e
-

C
O

m
m

訂

邑
｡

C
-

ま
】

e

に

お

け

る

プ

ー

リ

ア

台
地

各

地
の

記

述
か

ら
も

知
る

こ

と

が

で

き

る
｡

(

O

p
.

C
i

t

.
-

漂
か

と

く

に

p

p
･

心

-
-

い

に

お

け

る

勺
･

U
i

C
訂
c

O

の

解

説
)

(

2 2
)

ヮ

望
C

打
わ
｡

､

｡

p
･

C

芦
-

富
谷

p

ワ

ー

○

-

-
岩
い

(

望

フ

ォ

ア

ジ

ア

市

内
の

､

三

つ

の

幹
線
ト

ラ

ァ

ト

ゥ

ロ

が

交
叉

す

る

ピ

ア

ノ
●

デ

ヲ
･

グ

ロ

ー

チ
ェ

の

市

得

地

化
に

つ

い

て

は
､

L

芳
賀
C

訂
正

p
.

〇

p
.

C

声

ワ

00

山

一
お

よ
び

亡
･

∽

p
r

e

n
g
e
-

O

p
･

C

芦

只

胃
t

e

本

に

お

い

て

図

示

さ

れ
て

い

る
｡

(

2 4
)

亡
.

S
p
r
e

n
粥

阜

｡

ワ

C

芦
-

笥
0

0
p

･

C

声

∽

･
訟

(

2 5
)

一

文
d

･
勺
P
S

S
仙

ヨ

(

2 6
)

こ

の

さ

い

冬

季
は

山

地

集

落
の

畜

舎
で

飼
育

さ

れ

る
｡

ま

た
こ

の

さ

い

も

内
羊
の

此

重
が

大
き

く

な
っ

て

き

て

い

る
｡

(

2 7
)

ロ

ー

マ

平
原

へ

の

ア

ブ
ル

ッ

ツ

ォ

か

ら
の

!
ア

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ニ

ス

に

つ

い

て

は
､

芦

句

呂
声

ゝ

ぎ

琵
琶
～

竃
Q

訂
屯

T
O

ユ
ロ
○

-

ミ
○

勺

や

旨
か

-
い

芦
A
.

ロ
①

∽

呂
C
t

野

呂

岩

畳
-

r

卜
包

官
署
3.
じ
白

恥

～
-

已
叫

苫

芸
訂
已
Q

莞

礼
軋

知
Q

芸
包

莞
叫

S
乳
叫

Q

寒
Q

包

莞
叫
h

､

監
む

§
?

礼

等

喜
.

R
O

m
P

-

淫
∞
･

勺
p

邑
芦

声
T
r

i

ロ
C

F
】

声
く
訂
p

已
勺

邑
○

ユ

邑
-

a

C
p

m

胃
管
p

河
O

m

呂
P

q

畠
已
O

t

岩
ロ
S

G

ヨ

盲
O

S

已

m
O

n
t
-

計
=

-

A

胃
e

呂
i

ロ
O

A

官
亡
N

N

e
S

①
･

卜

篭
訣

-

芸
か

胃
･

N

O

か

-
N

-

¢

三

こ

こ

で
､

ア

ブ

ル

ソ

ツ
ォ

山
地

に

お

け

る

事
例
と

し

て

主
に

と

り
あ

げ
る

の

は
､

ア

タ

イ

ラ

か

ら
フ

ォ

ッ

ジ

ア

に

い

た

る

幹
線
ト

ラ

ッ

ト

ゥ

ロ

ー
ダ

ラ

ン

･

サ

ッ

ソ

の

南
斜

面
の

村
落
と
シ

レ

ン

テ

山

脈
の

北

斜

面
の

村
落
か

ら
の

家

畜
群
を

集
め

る

家

畜
移
動
路

1
の

北

側
に

位
置
す

る

カ

ラ

シ

オ

を

中
心

と

す
る

い

く

つ

か

の

集
落
と

､

サ

ン

ダ

ロ

川

上

流
域
の

高
原
か

ら
プ

ー

リ

ア

台
地

に

い

た

る

幹
線
ト

ラ

ッ

ト

ゥ

ロ

の

始
点
に

位
置
す

る

チ

ン

ク

エ

:
､

､

リ

ア

高
原
を

か

こ

む
ロ

ッ

カ

ラ

ー

ゾ

と
ぺ

ス

コ

コ

ス

タ

ン

ツ

ォ

の

二

集
落
と
で

あ

る
｡

ア

ベ

ニ

ン

山

脈
の

最

高

峯

を

つ

ら

ね

る

ブ

ラ

ン

･

サ

ッ

ソ

の

南
側
に

ひ

ろ

が

る

高
原
カ

ン

ポ
･

イ
ン

ベ

ラ

ト

ー

レ

(

海
抜
高
度

一

六

〇

〇

-
一

八

〇

〇
メ

ー

ト

ル
)

や
､

マ

イ
エ

一

.⊥

ラ

山
地

か

ら
メ

タ

山
地
に

い

た

る

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

南
部
は

､

高
地

甜
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の

夏
の

放
牧

地

と
し

て
､

ナ

ぶ
り

王

国
の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

(

2 8
)

制
度
の

も

と
､

集

落
の

起
源
は

､

そ

れ

ぞ

れ

違
っ

て

も
､

そ

こ

に

牧
羊

業
に

経

済
的
基
礎
を

お

く

集
落
を

成

立

さ

せ

て

い

た
｡

高
地
の

寒
冷
な

気
候
の

た

め

の

み

で

な

く

石

灰

岩
山

地
で

地

表

水
が

非
常
に

す

く

な

く
､

良

好
な

耕
地

は
､

小

盆
地

や

窪
地
の

湖

底
堆
積
物
の

あ

る

と
こ

ろ
に

か

ぎ

ら
れ

る

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

に

お

い

て
､

放
牧
経

済
が

も
っ

と

も

効
率
的
な

土

地

利
用
形
態
で

あ
っ

た

こ

と
は

た

し

か

で

あ

る
｡

そ

し
て

､

そ

の

よ

う
な

牧
畜
経

済
を

可

能
に

し

て

い

た

の

が
､

さ

き
に

み

た

よ

う
に

､

主
と
し

て

プ

ー

リ

ア

台
地
へ

の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

制
度
で

あ

り
､

中
央
お

よ

び

地

方
の

権
力
を

し

て
､

そ

の

よ

う
に

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

を

重

視
せ

し

め

た

の

は
､

当

時
の

ヨ

ー

ロ

ッ

パ

経
済
に

お

け
る

絨
維

原
料
と

し
て

の

羊
毛
の

圧

倒
的
比

重
､

と

く
に

､

ナ

ポ

リ

王

国
に

と
っ

て

は
､

羊
毛

製
品
の

輸
出
と
い

う
こ

と

で

あ
っ

た
｡

こ

れ

ら

の

高
度

一

〇

〇

〇
メ

ー

ト

ル

以
上

の

と

こ

ろ

に

位

置

す

る

ア

ブ

(

2 9
)

ル

フ

ツ

ォ

の

高
地

集
落
の

十

六

世

紀
以

降
の

人
口

の

推

移
は

共

通

し
て

い

て
､

十

六

世

紀
か

ら

十
七

世

紀
四

〇

年
代
ま

で

は

か

な

り

急
速
に

人

口

が

増
大
し

､

四

〇

年
代
か

ら
六

〇

年
代
に

か

け
て

人

口

が

急

減
し

た
｡

こ

れ

は
､

プ

ー

リ

ア

台
地
に

お

け
る

冬
の

放
牧

地
の

整

備
に

よ
っ

て
､

山
地

に

お

い

て

牧
畜
経
済
が

発
展
し

た

の

ち
､

一

六

四

〇

年
代
か

ら
一

六

六

〇

年
代
に

か

け

て
､

天

候
の

不

脚

順
と

疫
病
の

流
行

と
の

た

め
に

､

ほ

と

ん

ど

の

集
落
に

お

い

て
､

半
分
か

ら

三

剖
ぐ

ら
い

の

人
口

が

死

亡
し

た

り

流
出
し

た

り

し

た

(

3 0
)

こ

と
に

よ

る

も

の

で

あ

る
｡

そ

の

後
こ

の

人
口

の

減
少
は

一

度
回

復
し

て
､

十
八

世

紀
ま

た

は

十

九

世

紀
に

な
っ

て

か

ら
､

現

在
に

ま
で

続
く

人
口

の

恒
常
的
減
少
が

開
始
さ

れ

る
｡

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

経

済
の

危
機
が

ナ

ポ

リ

王

国
に

お

い

て

議
論
さ

れ

る

よ

う

に

な

り
､

財
政

的
観
点
か

ら
プ

ー

リ

ア

台
地

に

お

け
る

耕
作

､

植

樹
の

拡
大
が

主

張
さ

れ

る

よ

う
に

な

る

の

は

十

八

世

紀
後
半
の

こ

(

3 1
)

と

で

あ

る
｡

こ

の

こ

と

と

の

関

連
で

注
目

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

の

は
､

現

在
に

い

た

る

ま

で

の

趨
勢
と
し

て

継
続
す
る

人
口

減
少

(

3 2
)

が

開
始
さ

れ

た

時
点
が

集
落
ご

と

に

異
な
る

と
い

う
こ

と
で

あ

る
｡

ア

ブ

ル

グ

ッ

ォ

山

地
の

集
落
に

お

い

て
､

十

九

世

紀
ま

で

は
､

人

口

数
(

ま
た

は

戸

数
)

と

家

畜
数
の

変
動

と
の

あ

い

だ

に
､

か

な

(

3 3
)

り
の

対

応
関
係
が

あ

る

こ

と

か

ら

し
て

､

こ

の

こ

と

は
､

す

な
わ

ち
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰
退
は

､

制
度
上

の

契
機
だ

け
で

は

説
明
で

き
な

い

と
い

う
こ

と

を

意
味
し

て

い

る
｡

一

般

的
に

い

っ

て
､

こ

れ

に

は
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

集
落

社

会
に

お

け

る

経
済

的

基
礎
と

し
て

の

農
牧
地
の

も

つ

意
味
の

変
化
と

い

う

側
面

と
､

外

部
的

諸

条
件

､

と

く
に

､

移
動
路
お

よ

び

プ

ー

リ

ア

台
地

に

お
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マ ン ス の 衰退 過 程 に つ い て

け
る

経
済
的
基
礎
の

変
化

と
い

う
側
面
の

二

つ

が

考
え

ら

れ

う
る

で

あ

ろ

う
｡

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

が

遊
牧
と

ち
が

う
点
は

定

住
集
落
に

お

け

る

生

産
の

展
開
と
い

う
こ

と
で

あ

り
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

場
合

､

こ

れ

は

夏
の

耕
作

､

夏
の

放
牧

､

緬
毛
の

刈
と

り

と
一

次

加
工

が

そ

の

主
な

内

容
と
な
っ

て

い

る
｡

夏
の

耕
作
は

､

小

麦
お

よ

び

碓

穀
や

ブ

ド

ウ

な
ど

､

本

来
自
給
的
性
楯
の

強
い

も
の

で

あ
っ

た

は

ず
で

あ

る

が
､

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

に

お

い

て

は
､

同

時
に

､

古
く
か

第 3 国 C a l a s c io ( 上) と R o c c a C a l a s ci o ( 下)

の 人 口 の 推移 ( 実線 は 人 口 数, 点線 は 戸数)
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ら
の

商
品
生

産
的

作
物
が

い

く
つ

か

存
在
し
た

｡

こ

れ

は
､

体

制

化
さ

れ

た

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

そ

の

も

の

が
､

も

は

や

閉
鎖

的
･

自
給

的
な

村
落
生

活
を

許
す

も
の

で

は

な

か
っ

た

と
い

う

事

実
と

無
関
係
で

は

な
い

が
､

中
世

以

来
特
産
物
と

知
ら

れ

て

き

た

(

3 4
)

ア

タ

イ

ラ

周

辺
の

サ

フ

ラ

ン

､

レ

ン

ズ

豆
､

ア

ブ

ル

ァ

ツ

ォ

全

般

に

多
い

ア

ー

モ

ン

ド

な

ど
が

､

そ

の

代

表
的
な

も
の

で

あ

る
｡

十

八

世

紀
以

降
に

な
る

と
､

た

と
え

ば
ぺ

ス

コ

コ

ス

タ

ン

ツ

ァ

に

お

け
る

ジ

ャ

ガ

イ

モ

の

よ

う
に

､

局

地

的
な

作
物
の

特
化
が

さ

ら

に

顕
著
に

な

り
､

今

世

紀

初
頭
に

ま
で

人
口

の

絶
対

的
減
少
の

開
始

(

3 5
)

が

も

ち
こ

ま

れ

た

高
地

村
に

お

い

て

こ

の

傾
向
が

特
に

強
い

｡

一

八

〇

九

年
に

C

巳
監
t

O

守
○

く
く
i

s

0
1
小

○

が

作
成
さ

れ

た

時
点
に

お

(

3 6
)

い

て
､

す
で

に

土
地

所
有
の

両

極

分

解

的
傾

向
が

顕
著
で

そ

の

後
､

公

有
化
お

よ

び

教
会
財
産
の

分

割
と

在
村
土

地

貴
族
の

没

落
と
に

ょ
っ

て
､

零
細
自
作
農
が

ま

す
ま

す

卓
越
す

る

よ

う
に

な
る

と
い

う
の

が

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

高
地

村
の

一

般
的
傾

向
で

あ

る

が
､

こ

の

零
細
農
が

､

わ

ず
か

ば
か

り

の

現

金

収
入

源

を

求
め
て

､

劣
悪
な

土
地

条
件
の

下
で

耕
作
を

拡
大
し

た

結

果
が

､

｢

集
落
ご

と
に
+

と
さ

え

言
い

う

る

よ

う

な

多
様
な

作
物
の

局
地

的
特
化

で

あ
っ

た
｡

こ

の

よ

う
な

限

界
地

農
業
さ

え

も

展
開
で

き

な

か
っ

た

集
落
で

ほ
､

す
で

に

十
八

世

紀
後
半

か

ら

人
口

減
少
が

開
始
さ

れ

た

の

で

あ

る
｡

脚
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こ

の

こ

と
は

､

地

籍
図
の

検
討
か

ら

も

確
認
で

き

る

こ

と

で

あ
っ

て
､

現

在
は

耕
作
が

ま
っ

た

く

放
棄
さ

れ

て

い

る

が
､

十
九

せ

絶

後
半
か

ら

今
世

紀
初
頭
に

人
口

流
出
が

多
く
な

る

ま

で
､

伝
統
的

高
地

村
の

人

口

規
模
を

維
持
し
て

き

た

集
落
に

お

い

て

は
､

耕
地

所
有
の

細
分

化
､

所
有
規
模
の

零
細
化
お

よ

び

耕
地

区

剖
の

細
分

化
が

目

立
つ

｡

窪
地

や

谷

底
の

耕
地
が

長
条
形
に

細
分
化

さ

れ

て

い

る

地

帯
で

､

か

つ

て

は
､

主

と

し
て

ブ

ド

ウ

が

栽

培
さ

れ
､

石

灰

岩

礫
が

多
く
土

壌
の

貧
弱
な

地

帯
の

ブ

ロ

ッ

ク

状
に

細
分
化

さ

れ

た

耕
地
で

は
､

レ

ン

ズ

豆
､

ジ

ャ

ガ

イ

モ

､

ア

ー

モ

ン

ド

(

野

生

化
し

て

現

在
で

も

残
っ

て

い

る
)

が

栽
培
さ

れ

て

い

た

こ

と
が

(

3 7
)

確
認
で

き

る

の

で

あ

る
｡

･

こ

れ

ら
の

零
細
農
も

､

零
細
規
模
で

は

あ

る

が

家

畜
を

所
有
し

(

謂
)

て

い

た
｡

し
か

し

冬
の

放
牧
地
へ

の

移
動

は
､

m
琵
S

賀
○

と

呼
ば

れ

る

家

畜
群
の

管
理

責
任

者
以

下
､

二

十
四

時

間
中

家

畜
を

管
理

し

な
が

ら
一

日

に

十

数
キ

ロ

ず
つ

何

百
キ

ロ

と

移
動
さ

せ

る

た

め

の

一

つ

の

組
織
を

必

要
と

し
､

数
百

頭
単
位
の

家

畜

群

単
位
で

な

さ

れ

る

の

で

あ
る

か

ら
､

零
細

家

畜
所
有
者
が

独

自
に

こ

れ

を

お

こ

な

う
こ

と

は

不

可

能
で

あ

る
｡

零
細
家
畜
所
有
者
ほ

､

冬
季

､

彼
ら
の

家

畜
を

大

家

畜
所

有
者
に

委
託
す
る

こ

と
に

な

り
､

大

家

番
所
有
者

､

す

な

わ

ち

集
落
に

大

邸
宅
(

勺

已
P
N

N

O
)

を

か

ま

え

る

土

地

貴
族
は

､

後
述
す

る

よ

う
に

､

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

で

公

有
地

の

以
ハ

0

放
牧

権
を
な

か

ば

私

有
化
し

､

さ

ら
に

は

プ

ー

リ

ア

台
地

に

お

い

て

広
大
な

土
地

の

永

代

租
借

権
､

さ

ら
に

は

私

有
権
を

獲
得
す

る

こ

と
が

で

き

た

の

で

あ
っ

た
｡

こ

の

こ

と
か

ら
み

て
､

ア

ブ

ル

ソ

ツ
ォ

の

土
地

貴
族
の

村
落
社

会
支

配
の

物
質
的

基
礎
は

､

山
地

に

小

作
耕
地

を
か

な

り

所
有
し
て

い

た

と

し

て

も
､

や

は

り

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

の

基

礎
､

す

な

わ

ち

放
牧
地

の

支

配
に

あ
っ

た

の

で

あ

る
｡

中
南
部
ア

ベ

ニ

ン

の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

に

お

い

て

重

要
で

あ

っ

た

の

は
､

た

し
か

に
､

定

住

集
落
に

お

い

て

は

牧
草
が

絶
対

的
に

不

足
す
る

冬
季
の

放
牧
地
の

確
保
と

い

う
こ

と

で

あ
っ

た

が
､

四

月
か

ら
九

月

に

い

た

る

夏

季
の

放
牧
地

も

同

時
に

各
農
家
お

よ

び

集
落
の

放
牧
経

済
に

と
っ

て

の
､

資
源

面
か

ら

の

制
約
に

な
る

こ

と
は

容
易
に

理

解
さ

れ

る
｡

と

く
に

中

南

部
ア

ベ

ニ

ン

に

お

け

る

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

伝
統

的
形

態
に

お

い

て

は
､

夏
の

放

牧
地

は
､

村
落
の

領
域
内
に

求
め

な

け
れ

ば

な

ら

な

か
っ

た

の

で

あ

る
｡

十

八
世

紀
ま
で

の

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

山

地

が
､

一

般
に

過

放

牧
の

状
態
で

､

こ

れ

が

草
地
の

状
態
を

悪
化
さ

せ
､

さ

ら
に

は

こ

れ

が

ア

ブ

ル

ア

ツ

ォ

産
の

羊

毛
の

質
を

低
下

さ

せ

る

こ

と
に

な
っ

(

3 9
)

た

が
､

夏
の

放

牧
地

と

い

う

場
合
に

は
､

そ

の

面

積
の

み

で

な

く
､
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マ ン ス の 衰 退 過 程 に つ い て

草
原
の

状

態
､

そ

こ

に

お

け
る

所
有
権
(

ま

た

は

利
用

権
)

関
係

が

考

慮
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら

な

い
｡

こ

の

点
か

ら

す
れ

ば

テ

ン

ク

エ

:
､

､

リ

ア

や

カ

ン

ポ
･

イ

ン

ベ

ラ

ト

ー

レ

の

よ

う
な

高
原

状
の

と
こ

ろ
に

広
大
な

放
牧
地

を
も

つ

コ

ム

ー

ネ

に
､

十

九

世

紀
中

葉

に

い

た

る

ま
で

比

較
的

多
数
の

家

畜
が

存
続
し

た

の

は

当

然
の

こ
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と
で

あ

る
｡

ア

ブ

ル

γ

ツ

ォ

の

伝

統
的
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

存
続
基

盤
と

し

て
､

こ

の

夏
の

放
牧
地

の

意
義
は

､

冬
の

放
牧

地

の

役
割
に

比
し

て

軽
視
さ

れ

が

ち
で

あ

る
｡

し

か

し
､

カ

ン

ポ
･

イ

ン

ぺ

ラ

ト

ー

レ

に

お

け

る

例
を

み

る

と

イ

タ

リ

ア

王

国
に

な
っ

て
､

私
有
権
の

設

定
､

コ

ム

ー

ネ

の

境
界
の

確
定
が

さ

れ

る

と

き

に
､

す
で

に
､

一

八
一

〇

年
代
に

､

共

同

利
用

権
(

召
｡

2 .

S

C

邑
㌢
)

の

解

消
に

さ

い

し

て

長
い

係
争
の

の

ち

境
界
設

定
が

一

応
な

さ

れ

(

4 0
)

て

い

た

の

に

も

か

か

わ

ら

ず
､

コ

ム

ー

ネ

の

あ

い

だ

の

係
争
が

再

(

4 1
)

発
し
て

い

る
｡

現

在
カ

ン

ポ
･

イ

ン

ベ

ラ

ト

ー

レ

は
､

麓
に

位
置

す

る

八
つ

の

コ

ム

ー

ネ

に

よ

っ

て
､

極
め
て

人

為
的
に

区

切

ら
れ

て

い

る

が

(

第
四

囲
)

こ

れ

は
､

前
世

紀
の

末
ま

で

競
い

た
コ

ム

ー

ネ

の

あ
い

だ

の
､

夏
の

放
牧
地

を

め

ぐ
っ

て

の

係
争
の

結
果
で

あ

り
､

こ

れ

は

ま

た
､

山
地

集

落
の

経
済
生

活
に

と
っ

て

夏
の

放

射
地

の

確
保
が

い

か

に

重

要
で

あ

っ

た

か

を

物
語
る

も
の

で

も

あ

る
｡

次
に

､

十
九

世

紀
を

通

じ
て

頻
発
し

た

放
牧
地
の

所
有
お

よ

び

利
用
権
に

関
す

る

も

う
一

つ

の

種
類
の

係
争
は

個
人
と
コ

ム

ー

ネ

と
の

あ

い

だ

の

も

の

で

あ

る
｡

こ

の

場
合
個
人

と

は
､

十
九

世

紀
初

頭
の

共

同

利
用

権
解

消
の

さ

い

放

牧
地
に

排
他

的
利
用

権
を

獲
得
し

た

在
村
の

土

地

貴
族

と
も

称

す
べ

き

大
家

畜
所
有
者
の

こ

と

で

あ

る

が
､

十

九

世

紀
後
半
を

通
じ

て

コ

ム

ー

ネ

の

側
か

ら
､

似
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村
民
の

慣
行
的
入

会
放
牧
権
が

認
め

ら
れ

て

い

た

こ

れ

ら
の

土
地

に

対
し

て
､

コ

ム

ー

ネ

所

有
地

化
へ

の

主

張
が

な
さ

れ
､

い

く
つ

か

は

訴
訟
に

ま

で

も

ち
こ

ま

れ

た
｡

こ

の

種
の

係
争
の

解

決
の

さ

れ

方
は
コ

ム

ー

ネ

に

よ

り

非
常
に

違
っ

て

い

る

が
､

カ

ラ

シ

オ
､

ロ

ッ

カ

ラ

ー

ゾ

な

ど

の

よ

う
に

､

大
規
模
な
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

が

残
存
し

て

い

た

と
こ

ろ
に

お

い

て

は
､

夏
の

放

牧
地
が

広
大

な
コ

ム

ー

ネ

所
有
地

と

し
て

確

定
さ

れ

る

場
合
が

多
か

っ

た
｡

カ

ラ

シ

オ

の

フ

ラ

ス

カ

家
､

タ

ラ

ン

タ

家
､

グ
ォ

ル

ぺ

家
､

ロ

ッ

カ

ラ

ー

ゾ

の

ア

ン

ジ

ュ

ロ

ー

ニ

家
､

ぺ

ス

コ

コ

ス

タ

ン

ツ

ォ

の

グ
ル

ぺ

家
､

コ

レ

ッ

キ

家
な

ど

と
コ

ム

ー

ネ

と

の

争
い

が
､

こ

の

よ

う

な

例
で

あ

る

が
､

こ

れ

ら
の

家

族

は

い

ず
れ

も
､

村
長
な

ど
､

コ

ム

ー

ネ

の

有
力

者
で

あ

り
､

な

か

に

は
､

ア

ン

ジ
ュ

ロ

ー

ニ

家
の

(

4 2
)

よ

う
に

中

央
政

界
に

ま
で

一

族

を

送
り

こ

ん

で

い

た

土

地

貴
族
も

あ
っ

た

の

で

あ

り
､

こ

れ

ら
の

家

族
が

､

山
地

の

放

牧
地

の

利
用

権
を

手

離
さ

ざ

る

を

え

な
い

立

場
に

お

い

こ

ま
れ

た

の

は
一

見
奇

異
に

思
わ

れ

る
｡

こ

れ

に

ほ

村
民
の

夏
の

放
牧
地
へ

の

要
求
が

非

常
に

強
か

っ

た

と
い

う
こ

と

の

ほ

か

に
､

コ

ム

ー

ネ

の

内
部
に

複

数
の

大
土

地

所

有
者
が

居
て

対

立
し

あ
っ

て

い

た

と
い

う

事
情

､

お

よ

び

分

割
相

続
に

ょ

っ

て
､

こ

れ

ら
一

族
の

各

家

族
ご

と

の

所

有
規
模
は

､

実
際
に

は

十

九

世

紀
後
半
に

は

か

な

り

小

さ

く
な
っ

て

い

た

し
､

一

族
の

か

な

り
の

部
分
が

不

在
地

主

化

し

て
､

村
内

脚

に

お

け

る

政

治

的

発
言
力
は

弱
く
な
っ

て

い

た

と
い

う
事

情
な

ど

を

勘
案
し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

で

あ

ろ

う
｡

そ

し
て

､

何
よ

り

も

重

要
な
こ

と

は
､

こ

れ

ら
の

ア

ブ

ル

ァ

ツ

ォ

土

地

貴
族
が

､

同

時

に

冬
の

放
牧
地
で

あ
っ

た

プ

ー

リ

ア

台
地

に

も

広
大

な

土

地

を

所

有
し
て

い

て
､

彼
ら
は

､

耕
地
の

拡
大

､

植
樹
の

進

行
に

よ
っ

て

経
済
的
価
値
が

大

き

く

な
っ

て

き

た

プ

ー

リ

ア

に

お

け
る

土

地

所

有
を

ま

す

ま

す

重

視
し

て
､

彼
ら

の

出
身
地

で

あ
っ

た

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

高
地

村
に

お

け
る

土
地

所
有
を
比

較
的

容
易
に

手

離
し
た

と

(

4 3
)

い

う
こ

と
で

あ
る

｡

む
し

ろ

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

が

比

較
的
は

や

く

衰
退

し

た

高
地

村
に

お

け
る

方
が

､

土

地

貴
族

が
､

こ

の

種

の

係

争
に

さ

い

し
て

､

コ

ム

ー

ネ

に

対
し

て

容
易
に

は

譲
歩
し

な

か

っ

た

の

で

あ

る
｡

現

在
､

ア

ブ

ル

ア

ツ

ォ

は
､

イ

タ

リ

ア

全

体

の

な

か

で

み

る

な

ら
ば

､

コ

ム

ー

ネ

所

有
地

が

も
っ

と

も

多
く

残

(

4 4
)

っ

て

い

る

地

方
で

あ

る

が
､

お

な

じ

ア

ブ

ル

γ

ツ
ォ

の

な
か

で

も
､

コ

ム

ー

ネ

所

有
地
が

あ

る

場
合
と

な
い

場
合
と

の

違
い

は
､

上
に

み

た

よ

う

な
､

各
集
落
ご

と

の

錯
綜
し

た

歴
史
的
事

情
に

よ

っ

て

(

4 5
)

い

た

の

で

あ

る
｡

ア

ブ

ル

ッ

ツ
ォ

で

生

産
さ

れ

た

羊
毛
の

商
品

化
の

機
構
に

つ

い

て

は
､

そ

れ

を

明

ら
か

に

す

る

資
料
を

わ

れ

わ

れ

は

こ

こ

で

も

ち
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マ ン ス の 衰退 過 程 に つ い て

あ

わ

せ

な
い

の

で
､

本

稿
で

は
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰
退

過
程
を

流
通
の

側
面
か

ら

分

析
す
る

こ

と

は

で

き

な
い

｡

羊
毛
工

業
の

中

心

地

と

し
て

の

ア

タ

イ

ラ

の

役
割
は

､

一

七

〇

三

年
の

地

震
に

ょ

る

破

壊
に

よ

っ

て

お

わ

り
､

以

後
､

ア

タ

イ

ラ

郡
で

生

産

(

鵡
)

さ

れ

た

羊
毛

の

大

部
分
は

ナ

ポ

リ

に

出
荷
さ

れ

た

が
､

十

八

世

紀

全

般
を

通
じ

て

の

ナ

ポ

リ

王

国
の

羊
毛

製
品
の

国
際

市

場
に

お

け

る

地

位
の

下

落
が

､

ア

ブ

ル

γ

ツ

ォ

の

牧

畜
生

産
者
に

､

直
接
ど

の

よ

う
な

影

響
を

与

え
た

か

と
い

う
こ

と

は
､

こ

こ

で

は

未
解

決

の

も

う
一

つ

別
の

課
題
と

し
て

の

こ

し
て

お

く
｡

(

2 8
)

起
浜
か

ら

み

れ

ば
､

ア

ブ

ル

ソ

ツ

イ

南
部
の

高
地

集

落
に

は
､

ペ

グ
ィ

ラ

ッ

ク

ァ

が

指
摘
す
る

よ

う
に

ベ

ネ

デ
ィ

ク

ト

派

修

道

院
に

由
来
す
る

も
の

が

多
い

｡

(

E
･

出
e

≦.

】

買
β

き
ー

ト

b

芸
首
恥

軋
丸

訂
託

甘
酔

乳

昌

邑

賢
､

､

ゝ
や

甘ヾ

邑
喜

言
古

甘
ミ
訂
Q

訂
言

3.叫
喜
邑
Q

白

喝

邑
託

礼

9

弓
ゝ

官

民
2

呂
e

m
0

1

訂

巴

G
e

O

笥
p

幹

P

A
n
t

岩
p

訂
P

ゴ
ロ
ー

･

く
H

一

句

監
e
.

山

-

設
N

p
.

諾
)

他

方
､

ア

タ

イ

ラ

を

中
心

と

す
る

グ

ラ

ン

･

サ
ブ

ソ

南
側
の

集
落
に

は

砦

を

も
っ

た

集
落
が

多
く

､

封

建

体

制
の

も

と

に

お

け

る

集
落
の

再

編

成
の

あ

と

を

う
か

が

わ
せ

る
｡

こ

の

地

域
の

集

落
の

起
漁
に

つ

い

て

は
､

｢

G
ど
s

t
i

昌
一

､

b

琵
?

悪
㌻
q

笥
式
､

息
b
Q

ヾ

薦
叫

芸
已
Q

乱

文

担
q

笥
Q

礼
軋

考

息
Q

ぎ

宅
p

勺
○
-
-

-

冨
山

l
-

∞

O

h

に

ょ

っ

て

く
わ

し

く

知
る

こ

と

が

で

き
る

｡

(

2 9
こ

J
.

G
-

邑
ぎ
i

邑
｡

p
･

C
i

t
･

が
､

ほ

と
ん

ど

の

市
町

村
に

つ

い

て
､

十
六

せ

紀
ほ

じ

め

よ

り

五

〇

年

ぐ

ら
い

の

間

隔
を

お

い

て

の

人

口

ま

た

は

戸
数
の

推

移

を

た

ど
っ

て

い

る

し
､

そ
の

ほ

か
､

調

査

地

域
の

人

口

の

推
移
に

つ

い

て

は
､

E
･

出
ゐ

エ
ー

P

ぷ
∈
p

､

｡

ワ

C

F

C
･

呂
e

ユ
〇
.

-
-

p

g
∽

e

甘
P

e
-

e

く

邑
｡

計
〓

､

I

t
臼

ヒ
P

C
e

已

邑
e

(

声
O

C

8

C

巴
P
∽

C
-

○

)

空
e

訂

訂

口

篭
雫

息
芸
ヽ

邑
訂

喜
-

£
N

勺
勺
･

苔
ヰ

～
u

N

O

P

P

S
.

河
○
】

n
p

n
e
-

ご
､

S

0

0

m
勺
P

諾
ぃ

d
-

亡

口

内
て
ト
､

〔
Q

苫
叫

言
訟
Q

p

ワ

か

N

¶

-
巴
h

.

句
･

切
r

O

く
i

n
O
t

e

ど
t

O

r

ロ

O

P
包

巴
〔

ロ

已
わ

e

已
ユ

2
ト

習
-

O

m
O

n
t

呂
○

計
-
-

､

A

官
亡
N

N

O

ゝ

罠

訂
式
､

息
岩

ヽ

邑
丸

§
Q

出
2
ユ

ー

設
叫

く
○

:
H

I

S

旨
p

已
ロ
r

卜
斡

言
思
Q

莞

丸

亀
恥

串

記

尽
叫

§
恥

…
熊

顎
岩
3
.
礼

､

ゝ

ぎ

莞

き

哲
Q

∑
白

無

知
篭

旨
言
旨
屯

勺
設
q
Q

B
已

§
岩

村
O

C

C

胃
P
∽

○

-

芸
○

な

ど

に

お

い

て
､

そ

れ

ぞ

れ

史
料
に

ょ

る

検
討

が

な
さ

れ

て

い

る
｡

(

3 0
)

ア

ブ

ル

γ

ツ

ォ

で

ベ

ス

ト

が

も
っ

と

も

猛

威
を
ふ

る

っ

た

の

は

一

六

五
五

年
で

あ

る
｡

高
度

一

四

〇

〇

米
を
こ

す
ロ

ァ

カ
･

カ

ラ

シ

オ

で

は
一

五

九
五

年
二

〇
三

戸
で

あ
っ

た

の

が
一

六

四

八

年
に

は
一

八

〇

戸
に

減
少

し

た

が

(

C
･

呂
｡

ユ
｡

､

｡

p
･

C

F

や

旨
)

､

高
度
が

も

っ

と

低
い

オ

ゲ
イ

ン

ド

リ
(

○
く

ど

計
-

-

)

な

ど
で

は
ベ

ス

ト

の

被
害
が

も
っ

と

大
き

く
､

一

六
四

八

年

か

ら
一

六

六

九

年
の

間
に

戸

数
が

一

三

二

か

ら

八

〇
に

減
少
し

た
｡

(

E
･

出
ゐ

ま
ー

胃
β
亡

p

｡

ワ

C

F

ワ

芸
)

(

巴

代

表

的

な
も

の

と

し

て

G
･

勺

已
m

i

e

耳

き
ー

邑
等

ご
可

b

昌
O

S

賢

邑
已
叫

巳

已
+

碧
叫

彗
丸
山

宅
亀
0
叫

㌣

Z
p

勺

○
-

r

-

諾
¢

を

あ

げ

る

こ

と

が

で

き

る
｡

こ

こ

で

パ

ル

ミ

ュ

リ

ほ
､

一

七

三

四

年
か

ら
一

七

八

〇

年
の

間
の

プ

ー

リ

ア

台

地

か

ら
の

財
政

収

入

を

計

算
し

､

こ

こ

の

放
牧
地

が

夏
の

耕
地

と

し

て

利
用

さ

れ

て

い

た

な

ら

ば
､

は

る

か

に

7

多
く
の

財
政

収

入
が

得
ら

れ

た

嘗
で

あ

る

こ

と

を

主

張
し
た

｡

朗



一

橋論叢 第七 十 二 巻 第 六 号 ( 7 8 )

(

3 2
)

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

の

山

地
に

お

い

て

集

落
形
態

は
､

現

在
に

い

た

る

ま
で

集
村
で

､

散

居
人

口

は

な

く
､

ほ

と

ん

ど
の

場
合

行

政

単
位

と

し
て

の

コ

ム

ー

ネ

(

c

O

ヨ

喜
-

e
)

が
一

集
村

か

ら

な
っ

て

い

る
｡

カ

ラ

シ

オ

と
ロ

γ

カ
･

カ

ラ

シ

オ

と
の

場
合

､

起
源

は

ロ

ッ

カ
･

カ

ラ

シ

オ

の

方

が

古
い

の

で

あ

ろ

う

が
､

十

九

世

紀
の

C
p
t

監
t

O

勺

岩
く

く
ー

s

O

ユ
○

以

後
は

両

者
を

合
わ

せ

て
一

つ

の

コ

ム

ー

ネ

と

し

て

取
り

扱
っ

て

い

る
｡

C
p

t

P
S

t

0

0
ロ
C
-

P
ロ
○

で

ほ
､

こ

の

二

つ

の

集

落

が

分

け

ら

れ
て

い

た
｡

(

3 3
)

ヮ

∽
p

J
P
t
小

阜
O

p
.

C

芦

勺

p
S

S

i

m

わ

れ

わ

れ

が
､

A

岩
F

才
i

O

已

∽
t

邑
O

d
e

弓
A
β

邑
P

で
､

公

有

地

関

係
の

資
料
か

ら

知
り

え
た

数
字
を

あ

げ
る

と
､

一

八
一

〇

年
の

羊
の

数
は

カ

ラ

シ

オ

二

六
､

二

八
五

頭
(

う
ち
二

四
､

四

九

五

頭
は
プ

ー

リ

ア

に

冬

移

動

し

た
)

､

ロ

ッ

カ
･

カ

ラ

シ

オ
ー

､

七

六

六

頭
(

う

ち
､

一

､

三

五
一

頭
が

プ

ー

リ

ア

に

冬
移
動
し

た
)

で

あ
っ

た
｡

一

八

六
五

年
､

こ

の

数
ほ

､

そ

れ

ぞ

れ

三

六
､

0

0

0

頭
お

よ

び

六

〇

〇

頭
で

あ
っ

た
｡

(

A
中

臣

笥
ロ
e

→

巴
r

｡

A
ヨ
m
F

誉
r

P
N
-

｡
ロ
e

G
e

n
｡
【

巴
e

d
e

､

U
e

m

呂
j

｡

と

し

て

未
整
理
の

ま

ま
一

括
さ

れ
て

い

る

綴
り

の

中
に

あ

る

コ

ム

ー

ネ

か

ら

A

笥
ロ
t

e

U
e

ヨ
P
ロ
i

a
E

e

へ

の

報
告
に

よ

る
)

第
二

図
に

示

し

た

人

口

の

推
移

と

此

較
す

れ

ば
､

人
口

数
の

変
動
と

家

畜
数
の

変
動

と

の

あ
い

だ

に
､

明

ら
か

に

対

応

関

係
を

見

出
す
こ

と

が

で

き

る
｡

(

3 4
)

羊
毛
の

染
色
に

用
い

ら

れ
て

い

た

し
､

食

用
の

ス

パ

イ
ス

と

し

て

現

在
で

も

栽
培

さ

れ

て

い

る
｡

(

3 5
)

プ

ラ

ン

･

サ

ッ

ソ

の

ア

ド

リ

ア

海
側
に

お

け

る

分

益

小

作

農
に

ょ

る

ブ

ド

ウ
･

オ

リ

ー

ブ

栽
培
は

､

作
物

に

つ

い

て

み

て

も
､

土

地

制
度
に

つ

い

て

み

て

も

中
部

イ

タ

リ

ア

的

農

業
の

延

長
を

な

し

て

い

る

の

で
､

こ

の

事

例
と

は

考

え

な
い

｡

(

3 6
)

た

と

え

ば
､

カ

ラ

シ

オ

に

つ

い

て

み

る

と
､

収
益

三

〇
一

ド
ゥ

カ

ト

以

上

が

八

戸
で

あ

る

の

に

対

し
て

一

〇
ド

ゥ

カ

ト

以

下

の

農

家

は

三
一

一

戸
で

あ
っ

た
｡

(

カ

ラ

シ

オ

で

は

最

初
の

C
p
t

p

s
t

O

勺
r

O

く
･

ま
s

｡

㌢
三

春
が

一

八

八

〇

年
ま

で

そ

の

ま

ま

用
い

ら

れ

て

い

た
｡

)

(

3 7
)

紙
数
の

都
合
で

こ

こ

で

は
､

土

地

台

帳
お

よ

び

地

籍
図
の

原

資

料
を

か

か

げ

る

こ

と
が

で

き

な
い

｡

こ

れ

ら
は

別

の

機
会
に

発
表

す

る

こ

と

に

す

る
｡

十

八

せ

紀

頃
か

ら
の

土

地

利

用

形

態
は

四

年

乃

至

六

年

輪

作
で

穀
物
(

小

麦
お

よ

び

姓

穀
)

と
レ

ン

ズ

豆
､

ジ

ャ

ガ

イ

モ

､

休
耕
の

多
様

な

阻
み

合

わ

せ

で

あ
っ

た
｡

(

ナ

U
e

m
甲
声

笥
○
什

､

E
く
○
-

ま
ト

O

n

C

O

ヨ

官
r

計

d
e

d
2

ロ

バ

5 .

ロ

品
2
S

巴
)

2
N

N

2 .

∽
‥

C

監
{

巴

d
e
-

E
O

ロ
t

e

e

t

S

2
-

t

O

∽
t

e

訂
ロ
〇
.

知
寒

害

n

計
叫
ヽ

息
已
勾

慧

』

母
叫

莞

-

望
¢

勺

り

笥
-

-
監
叫

に

く

わ
し

い

記

述
が

あ

る
｡

)

(

3 8
)

m
監
S

胃
○

は

ラ

ツ

ィ

オ

の

く
e

蒜
賀
○

に

相

当

す

る
｡

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

に

お

け

る

家
畜
管
理
の

組

叔
に

つ

い

て

は

多
く
の

類

書
に

く

わ

し
い

｡

と

く
に

｢

句

岩
ロ

2 .

〇
S

P
､

○

ワ

C
i

t
.

ワ

い

∽

-
芸

を

参
照

｡

(

3 9
)

た

と
え

ば
】

芦

句
○

ロ

声
○

ワ

C

F

匂

勺
.

山

冨

-
い

ご

(

4 0
)

A

岩

E
く
ー

○

巴

S
t

邑
O

d
e

〓
､

A
β
亡

〓

ヂ

l
p

∽
0

ユ
Q

と
t

-

計
･

m
a

已
む

と

に

関

係

文

書
が

保

存
さ

れ

て

お

り
､

一

八
一

四

年
に

決
定

さ

れ

た

境

界
線
お

よ

び

各
コ

ム

ー

ネ

が

カ

ン

ポ

･

イ
ベ

ラ

ト

ー

レ

に

所

有

す
る

面

積

ほ
､

出

実
口

賀
已
-

-

○

ノ
､

P
ロ

已
c

O

〓
-

に

ょ
っ

て

作

成
さ

れ

た

地

図
に

示

さ

れ

た
｡

こ

れ

に

よ
っ

て
､

カ

ラ

シ

オ

は

カ

ン

ポ
･

6 β8



( 7 9 ) ア ベ ニ ン 山地 中南部 に お け る ト ラ ン ス ヒ
ュ

マ ン ス の 衰 退 過 程 に つ い て

イ

ン

ベ

ラ

ト

ー

レ

に

サ

ン

･

ス

テ

フ

ァ

ノ

と

な

ら
ん

で

最
大
の

放
牧

地

を

確

保

す
る

こ

と

に

な
っ

た
｡

(

4 1

J

こ

の

と
き

は
､

旧

カ

ラ

ベ

レ

男
爵
領
(

出
P

岩
口

許
d

岩
寛

名
e
-
E

e

)

に

属

し
て

い

な
か

っ

た

カ

ス

テ

ル

･

デ
ル

･

モ

ン

テ

か

ら

カ

ラ

シ

オ

お

よ

び

カ

ラ

ベ

ラ

に

対

し
て

一

八

六
三

年
七

月

九
日

付
で

境
界
確
定

の

た

め
の

会
合
の

申
し

入

れ

が

な

さ

れ

た
｡

他

方
､

一

八

六

三

年
十

月
二

日

ト

リ

ノ

の

泉
南

工

省
か

ら

ア

タ

イ

ラ

の

知
事

あ
て

の

文

書
に

よ

れ

ば
､

カ

ン

ポ
･

イ
ン

ベ

ラ

ト

ー

レ

の

分

割
に

関

す
る

一

八
一

〇

年
代
の

決

定
は

､

そ

の

後
実

際
に

は

効
力

を

も

た

ず
､

複
数
コ

ム

ー

ネ

の

入

会

慣

行

が

続
い

て

い

た

よ

う

で

あ

る
｡

(

A

岩
E
く
ー

○

巴

S
t

賢
○

計
-
】

.

A
β

邑
p

-

吋

岩
C

e
S
S

｡

く
e

旨
巴
e

s

已
-

O

S
c
-

○

嘗
ヨ
e

n
t

O

已

勺
r

O

m
i

s

c

已
t

㌢

く
○
-

山
.

†

-

占

(

4 2
)

G
i

亡
S

e

p
勺
e

A
ロ

d
r

①

P

A
ロ

g
e
】

｡

n
-

は

イ
タ

リ

ア

王

国
の

代

議
士

と
し

て

ア

ブ

ル

ァ

ツ

ォ

に

お

け

る

鉄
道

建

設
に

大

き

な

影

響
力
を

発

揮
し
た

｡

(

4 3
)

A
岩
F

才
i

O

d
i

S
t

賢
○

巴

ワ
U

謁
ぎ

ほ

完
全

な

も
の

で

は

な
い

が
一

応
目

録
が

で

き

て

い

て
､

こ

の

目

録
ト

､

ゝ

…
巴
e
叫

Q

礼

軋

り

き
?

～

す
屯

礼
丸

竹

遺
託
や

一

塁
芸

"

§
訂

串

…
…

礼
丸

竹
･

b
恥

C

ぎ
り

Q

屯

P
き
l ＼

ざ
已
Q

､

河
○

ヨ
p

-

笥
○

の

史
料

名
を

手
が

か

り

に

し

て
､

プ

ー

リ

ア

の

該
当
コ

ム

ー

ネ
の

C

賢
p

s

t

O

勺
r

O

≦
1

】

s

O

ユ
○

に

あ
た

っ

て

こ

の

こ

と
を

確

認

す
る

こ

と

が

で

き

た
｡

(

4 4
)

G
.

ヨ
○

岩
-

A
･
S

-

已
∽

C

a
-

c

E
e

G
･

T
P

m

ぎ
r
r

ど
○

､

知

己
篭

笥
白

丸
軋

〔
叫

篭
叫

尽
⊇
軋

芸
叫

包

h

薦
叫
≠

ミ
丸

b
丸

字
岩
丸

H

き
ー

p

ロ
○

,

-

況
ひ

p
･

N

か

l

N

E

A

に

ょ

る
一

九

四
七

年
の

調
査

に

ょ

っ

て

知
ら

れ

る

状

態
に

つ

い

て

み

て

も
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

い

く

つ

か

の

コ

ム

ー

ネ

に

お

い

て
一

〇

〇
〇
ヘ

ク

タ

ー

ル

を
こ

す

大

土

地

所

有
が

み

ら
れ

る

が
､

そ

の

内

容
を

み

る

と
､

そ

の

大

部

分

は
コ

ム

ー

ネ

所

有

地

で

あ

る
｡

(

カ

ラ

シ

オ
､

ぺ

ス

コ

コ

ス

タ

ン

ツ

ォ

に

お

い

て

は

農
用

地

面

積

の

約

半

分

が

コ

ム

ー

ネ

所

有

地

で

あ

る
｡

く

わ

し

く

は
､

H

邑
t

已
｡

Z
P

巴
○

ロ

已
①

d
ド

ロ
c

O

ヨ
O

m
訂

A
g
l

P

ユ

ヂ

ト
白

丸

訂

賢
ひ

喜
叫

毒
～

賢
訂

号
Q

で
訂

㌫
し

ぎ

熟
聖
ふ
取

叫

竜

､

邑

ぎ
L

会
…
い

小
町

恥

竃
Q

訂
Q

p
U

m
P

一

宏
｢

p

監
S
i

-

ロ

を

参
照
)

し

た

が

っ

て

I

N

E

A

の

デ
ー

タ

か

ら
､

大

規

模
土

地

所

有
の

内

容

を

検

討
す
る

こ

と
な

く
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

に

ラ

テ

ィ

フ

ン

デ
ィ

ウ

ム

制
が

強
固
に

残

存
し
て

い

る

な

ど
と
い

う

こ

と
は

で

き

な
い

｡

(

4 5
)

法

制

的
に

み

る

な

ら

ば
､

さ

ら
に

､

一

九
二

七

年
の

法

律
一

七

七

六

号
｢

共

同

的

土

地

利

用
の

再
編
成

に

関

す

る

法

律
+

(

J
e

栄
｡

s

已
【

訂

邑
i

ロ
P

m
e

已
O

d
e

g
】

-

亡
∽
叶

c
i

く

賢
)

に

よ

っ

て
､

公

有

地

と

し

て

認
め

ら

れ
る

た

め
に

は
､

そ

こ

に

利
用

に

関
す

る

共
同

組

織
の

存
在
が

一

八

〇

〇

年

以

前
に

ま
で

さ

か

の

ぼ

っ

て

確
認
さ

れ

な

け

れ

ば

な

ら
な
い

こ

と

に

な
っ

た
｡

(

4 6
)

芦

宣

旨
賀

-
.

卜
斡

甘
旨
ユ
じ
白

邑
訂

号

邑
莞
訂
札
恥

写
し

舌

鼓
斡

S

已
m
O

ロ
P

-

富
谷

p
.

-

h

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰
退

過

程
の

一

つ

の

あ

ら

わ

れ

と

し

(

u
U

て

山

地

集
落
に

お

け

る

人
口

減
少

を

み

る

さ

い

に

は
､

他
方
で

は

郎
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農
耕
に

関
し

て

も
､

牧
畜
に

関
し

て

も

限

界
生

産
地
に

な
っ

て

い

た

ア

ブ

ル

ッ

ツ
オ

山

地
か

ら

大

量
の

人
口

流
出
を

う

な
が

し

た

外

部
的
契
機
に

注
目

す
る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

そ

れ

ほ

ま

ず
一

八

七

〇

年
代
か

ら

括

溶
化
し

た

新
大

陸
へ

の

移
民
の

機
会
の

増
大
で

あ

り
､

さ

ら
に

一

八

九

〇

年
代
か

ら

は
､

イ

タ

リ

ア

国

内
の

､

ロ

ー

マ

お

(

4 7
)

よ

び

北

部
工

業
地

帯
で

の

雇

用

機
会
の

増
大
で

あ
っ

た
｡

あ
る

村

が
､

主

に

合
衆
国
に

多
数
の

移
民

を

送
り

出
し

､

そ

の

隣
村
で

は
､

ロ

ー

マ

に

ほ

と
ん

ど
の

村
民

が

移
住
し

､

あ
る

い

は

主
に

フ

ラ

ン

ス

に

沢

山
の

移
民
を

出
し
て

い

る

と
い

う
コ

ム

ー

ネ

ご

と
の

離
村

(

喝
)

の

パ

タ

ー

ン

の

多
様
性
は

､

た

し
か

に
､

コ

ム

ー

ネ

ご

と
に

ち
が

ぅ
社

会
学
的
性
椿
に

も
よ

る

も

の

で

あ

る

が
､

離
村
が

ど
の

時
点

で

開
始
さ

れ

た
か

､

換
言
す

れ

ば
､

ど
の

時
点

ま
で

山

地

経
済
が

も

ち
こ

た

え

た
か

と
い

う
こ

と
に

も
よ

っ

て

い

る

の

で

あ
る

｡

さ

き
に

の

ぺ

た

よ

う
に

､

土

地

貴
族

､

す
な

わ

ち

十

九

世

紀
初

頭
の

C

巳

邑
○

耳
○

く

ま
s

｡

ユ
｡

に

名

前
を

つ

ら

ね

る

大

土

地

所

有

者
が

不

在
化

し
､

や

が

て

土
地

台
帳
か

ら

誓
え

も

名

前
を

消
し

て

し

ま

う

退

避
に

は
､

直
接

､

ア

タ

イ

ラ

や

ロ

ー

マ

､

あ

る

い

ほ

新

大

陸
に

行
っ

て

し

ま
っ

て
､

現

在
の

村
人
は

そ

の

子

孫
の

消
息
さ

ぇ

知
ら
な

い

と
い

う
些

と
､

ア

ブ

ル

フ

ツ

ォ

の

大
土

地

所
有
者
か

ら
プ

ー

リ

ア

の

大
土

地

所
有
者
に

転
身
す

る

型

と
の

二

つ

が

あ
る

(

4 9
)

の

で

あ

る

が
､

い

ず
れ

の

場
合
に

も
､

大
土

地

所
有
者
の

離

村
､

印

そ

し

て

土

地
の

売
却
は

､

下

層
畠
の

大

量
離

村
が

開
始
さ

れ

る

の

に
一

世

代

ほ

ど

先
が

け
て

い

る
｡

た

と

え

ば
､

一

九
五

三

年
に

最

後
の

家

族
が

離
村
し

て
､

現

在

は

廃

墟
に

な
っ

て

い

る

ロ

ッ

カ

●

ヵ

ラ

シ

オ

で

は
､

最
大
の

土

地

所
有
者
ア

ル

チ

プ

レ

ト

ゥ

ラ

家
が

一

九

世

紀
は

じ

め

に
､

す
で

に

か

な

り

の

土

地

を

手

離
し

､

一

八

二

〇

年
代
ロ

ー

マ

に

移
住
し

た

子

孫
が

一

九
一

六

年
に

最
後
の

土

地

を

売
り

払
っ

て

し

ま
っ

て

い

る
｡

大
土

地

所
有
者
が

ま

ず
離

村

し
､

や

が

て

世

代
交

代
の

機
会
に

､

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

山

村
に

所

有

し

て

い

た

土

地

を

も

手

離
し

て

出
身
地

と
の

縁
を

切

る

と
い

う
､

か

つ

て

土
フ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

経
済
が

繁
栄

し

た

高
地

村
に

一

般

的
な

傾
向
は

､

こ

こ

が
､

現

代
に

お

い

て

は
､

ラ

テ

ィ

フ

ン

デ
ィ

ゥ
ム

制
さ

え

成
立

し

な
い

地

帯
に

な
っ

て

し

ま
っ

た

と
い

う
こ

と
､

換
言

す
れ

ば

伝
統

的
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

が
､

制
度
的
に

の

み

な

ら

ず
､

社

会
的
･

経
済

的
に

も

体

制
か

ら

ま
っ

た

く

見
離
さ

れ

た

と
い

う
こ

と

を

意
味
す
る

も

の

で

あ

ろ

う
｡

ァ

ベ

ニ

ン

山
地

中
南

部
の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

衰
退
の

重

要

な

原

因
の

一

つ

と

な
っ

た

の

が
､

冬
の

放
牧
地

の

あ

っ

た

プ

ー

リ

ァ

台
地

に

お

け
る

耕
作

､

と

く
に

オ

リ

ー

ブ
､

ブ

ド

ウ

な

ど

樹
木

農
業
の

発
展
で

あ
っ

た
こ

と
に

つ

い

て

ほ
､

前
に

言

及

し
た

が
､



( 8 1 ) ア ベ ニ ン 山 地 中 南部に お け る ト ラ ン ス ヒ
ュ

マ ン ス の 衰 退 過 程 に つ い て

こ

れ

は
､

三

つ

の

側
面
を

通
じ

て

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ユ

マ

ン

ス

の

衰
退

を

も

た

ら
し

た
｡

第
一

に
､

冬
の

放

牧
地

面

積
の

減
少

を

通

じ
て

､

第
二

に
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ
ォ

の

大
土
地

所
有
者
が

プ

ー

リ

ア

に

お

け

る

土

地

所
有
を

よ

り

重

視
し
て

､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

山

地

経
済
の

発

展
に

関
心

を

示
さ

な

く

な

る

こ

と
に

ょ

っ

て

1
典
型

的
な

寄
生

的
不

在
地

主

化

1
､

第
三

に

は
､

か

な

り
の

数
の

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

山

地

民
が

プ

ー

リ

ア

に

農
民

と

し
て

移
住
す
る

こ

と

に

よ

っ

て

で

あ

る
｡

こ

れ

ら
の

三

つ

の

過

超
を

明

ら
か

に

す
る

た

め

に

は
､

プ

ー

リ

ア

に

お

け
る

､

土

地

台
帳
を

ほ

じ

め

と

す
る

諸

史
料
の

検

討
が

さ

ら
に

必

要
で

あ

る

が
､

同

時
に

､

こ

れ

は

か

な

り
の

困

難

を

と
も

な

う
｡

ま

ず
､

バ

リ

と
フ

ォ

ッ

ジ

ア

の

国
立

古
文

書
館
が

戦
災
を

う
け

た
こ

と

も

あ
っ

て
､

プ

ー

リ

ア

の

C

已
P
S
t

O

守
○

く
･

く

訂
O
r
i

O

に

は

欠

巻
が

多
い

｡

さ

ら

に
､

ア

ブ

ル

ッ

ツ
ォ

と

の

関

連
を

知
る

た

め

に
､

小

農
民

と

大

土

地

所
有
者
の

出
身
地

を

文

書

記
録
に

よ

っ

て

知
る

の

は

困

難
で

あ

り
､

こ

れ

に

は

現

地

で

直

接

ア

ン

ケ

ー

ト

調

査

を

し

な

け

れ

ば

な

ら

な
い

｡

十
九

世

紀
以

降
の

プ

ー

リ

ア

農
村
の

展
開
の

歴
史
に

つ

い

て

は
､

今
の

と
こ

ろ

研

究

が

ほ

と

ん

ど

な

さ

れ

て

お

ら

ず
､

そ

れ

に

は
､

わ
れ

わ

れ

も

稿
を

あ

ら
た

め

な

け

れ

ば

な

ら
な

い

が
､

と

り

あ

え

ず
こ

こ

で

は

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

衰

退

と
の

関
連
で

重

要
な

点

を

若
干
指
摘
す

る

に

と

ど

め
て

お

く
｡

ア

ブ

ル

ア

ツ
オ

の

各
コ

ム

ー

ネ

が
､

プ

ー

リ

ア

の

ど
こ

に

冬
の

放

牧
地

を

も
っ

て

い

た

か

と
い

う
こ

と
は

､

フ

ォ

ア

ジ

ア

の

国
立

古
文

書
館
に

保

存
さ

れ

て

い

る

牧
羊
業
税
関

関
係
の

文

書
に

よ

っ

て

容
易
に

知
る

こ

と
が

で

き

る
｡

こ

れ

を

示

す

と

第
五

図
の

よ

う

に

な
る

が
､

ど

の

よ

う
な

事
情
か

ら
ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

の

各

集
落
が

､

そ

れ

ぞ

れ

特
定
の

場
所
に

放
牧
す
る

よ

う
に

な
っ

た

か

と

い

う
こ

と

は

わ
か

ら
な
い

｡

ト
ニ
フ

ッ

ト

ゥ

ロ

の

道
筋
と
い

い
､

こ

の

冬
の

放
牧
地
の

所
在
地

と
い

い
､

こ

れ

ら

は

十

六

世

紀
に

制
度
化
さ

れ

る

以

前
の

慣
行
に

起
汝
を

も
つ

の

で

あ

ろ

う
｡

こ

れ

ら
の

冬
の

放
牧
地

に

お

い

て

十

九

世

紀
に

な
っ

て

つ

く

ら

れ

た

C

邑
琵
t

O

耳
○

く
く
ー

s

O

ユ
○

を

検
討
す

る

と
､

ア

ブ

ル

ァ

ツ

ォ

高
地

村
の

大
家

畜
所
有
者

､

い

わ

ゆ
る

土

地

貴
族

と

呼
ば
れ

る

べ

き

家

族
が

こ

こ

で

大

土

地

所

有
者
と
し

て

名

前
を
つ

ら
ね

て

い

る

の

を

確
認

す
る

こ

と
が

で

き
る

｡

こ

れ

ら

の

ア

ブ

ル

ッ

ツ
ォ

土

地

貴
族
が

プ

ー

リ

ア

に

不

動
産
を

所
有
す
る

よ

う
に

な
っ

た

の

は
､

｢

プ

ー

リ

ア

台
地

羊
毛

業
税
関
+

が

廃
止
さ

れ

る

前
か

ら

す
で

に

な
さ

れ

て

い

た

こ

と

で

あ
っ

て
､

冬
の

放
牧
地

に

お

け
る

家

畜
お

よ

び

牧
人
の

集

結
地

点

p
O
∽
t

P

に

は
､

s
c

邑
p
N

N

O

と

呼
ば

れ

る

畜
舎
お

よ

び

住

居
が

建
設
さ

れ

て

い

た

し
､

大
家

畜
所
有
者
が

､

純
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第 5 図 ア ブ ル ツ ツ オ 山 地 コ ム ーネ の 冬 の 放 牧地

(1 9 世 紀前半)

帥 R G A 申0

‰ /

物L エ
__

望 J 仙

資料 こ の 囲は
,

口 ･ S p r e n g e1 0 p ･ C it . 1 9 7 1 が 作成 した もの で あ るが
,

A rc b i vi o d i S t a t o di F og g ia の エ
'

』 r亡ん古口O d βJ r αりOJイβタβ d 盲 P 伽gJ盲α

O
p

･ Cit ･ の 契約 の 目録か ら こ の 山地村 と平野部 と の
, 関係を すべ て確認

す る こ とカ､; で きた . 斜線 の 部分 は 旧プーリ ア台地牧羊税関の 管轄地 , 番

号 に相当す る地名は
,

1 f
'
r o ci n a . 2 A ri

g
ll a I1 0

,

3 G 1 1 a ∫di ol a
,

ヰ C a n d el a r o
,

5 T r e s s a nt i
,

6 0 rd o n a
,

7 T ri ni 也 ,
畠 S al p l .

9 C o m it o . 1 0 V all e c a n n ella
,

1 1 C a n o s a
,
1 2 A n 血1a

,
1 3 S a ll

G i n lia n o で あ る .

ア

は
､

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

土

地

貴
族
の

プ

ー

リ

ア

に

お

け

㍊
ハ

0

る

土
地

所

有

展
開
の

拠
点
だ

っ

た

の

で

あ

り
､

マ

ッ

セ

リ

ー

ア

に

冠
せ

ら

れ

て

い

る

固
有
名

詞
に

も
､

ア

ブ

ル

(

5 2
)

フ

ツ

ォ

起
源
と

わ

か

る

も
の

が

多
い

｡

ア

ン

ド

リ

ア

に

お

け
る

カ

ラ

シ

オ

の

フ

ラ

ス

カ
､

タ

ラ

ン

タ
､

グ
ォ

ル

ビ
､

フ

ル

ジ

ュ

ン

ツ

ィ

家
､

サ

ル

ビ

に

お

け
る

ロ

ァ

カ

ラ

ー

ゾ

の

ア

ン

ジ
ュ

ロ

ー

ニ

家

の

十

九

世

紀
は

じ
め

か

ら

現

在
に

い

た

る

ま
で

の

土
地

所

有
の

状

態

を

検
討
し

て

み

る

と
､

こ

れ

ら
の

家

族
は

､

い

ず
れ

も

す

く
な

く

と

も
一

九
五

〇

年
代
ま

で

は

プ

ー

リ

ア

に

土
地

を

所
有

し
て

い

た

が
､

そ

の

所
有
規
模
は

た

え

ず
減
少
し

て

い

る
｡

土

地

利
用
の

歴
史
を

知
る

こ

と
は

イ

タ

リ

ア

王

国
に

ア

ブ

ル

ァ

ツ

ォ

の

牧
人
の

た

め

に

ポ

ス

タ

に

礼

拝
堂

を

建
設

す
る

(

5 0
)

こ

と

も

ま

れ

で

は

な
か

っ

た
｡

南
イ

タ

リ

ア

で

ヨ
P
S

S

e

r
ト

p

と
い

う

場
合

､

一

般
に

､

集
居
部
か

ら

離
れ

て

耕
地
に

囲

ま

れ

た

孤
立

大
農
家
を

さ

し
て

そ

う

呼
ん

で

い

る

が
､

プ

ー

リ

ア

に

お

い

て
､

マ

フ

セ

リ

ー

ア

は
､

ほ

と

ん

ど

す
べ

て

が

ス

カ

リ

ア

ッ

ツ

ォ

に

起

(

5 1
)

渡
し

て

い

る
｡

す

な

わ

ち
プ

ー

リ

ア

台
地
に

お

け
る

マ

ッ

セ

リ

ー

な
っ

て

か

ら
も

一

九
二

〇

年
代

末
ま
で

利
用
さ

れ

て

き

た

C

賢
監
t

O

守
○

く

ま
∽

○

ユ
○

と

C

已
監
t

O

A
g
r

印
ユ
○

と
が

必

ず
し

も

整
合
し

な
い

と
い

う

困

難
を

と

も

な

う

し
､

ま
た

土

地

関
係
の

歴
史
を

包

括
的
に

確
定

す

る

に

足
る

だ

け
の

資
料
も

得
が

た

い

が
､

そ

れ

で

も
ア

ン

ド

リ

ア
､

サ

ン

･

ジ
ュ

リ

ア

ノ
､

ト

レ

プ

サ

ン

テ

ィ
､

カ

ル

ビ

な

ど
､

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

が

さ

か

ん

で

あ
っ

た

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

コ

ム

ー

ネ

の

プ

ー

リ

ア

に

お

け

る

冬
の

放
牧

地
で
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オ

リ

ー

ブ
､

ブ

ド

ウ

な

ど
の

樹

木
栽
培
に

よ

る

小

農
民

経

営
が

多

く

な
る

の

は
､

今

世

紀
に

な
っ

て

か

ら
の

こ

と

で

あ

る

こ

と

は

た

し
か

で

あ

る
｡

一

般
に

プ

ー

リ

ア

に

お

け
る

樹

木
栽
培

が
､

前

世

紀
フ

ラ

ン

ス

に

お

け

る

ブ

ド

ウ

病
虫

害
を

契
機
に

し
て

発
展
し

た

(

5 3
)

と

言

わ

れ

て

い

る

が
､

上
に

あ

げ

た

よ

う

な

地

域
で

は
､

そ

の

時

期
が

も
っ

と
お

く
れ

る
｡

一

九

世

紀
初
頭
に

プ

ー

リ

ア

台
地

で

永

代
小

作
権
が

認

め

ら

れ

た

｢

冬
の

放
牧
地
+

t

e

r
r

e

S

巴
d

e

八
､

九

三

三

カ

ロ

の

う

ち
､

ア

ブ

ル

グ

ッ

ォ

人
に

与

え

ら
れ

た

の

は

約

半
分
の

四
､

六
三

八
カ

ロ

､

す
な

わ

ち
一

一

五
､

0

0

0
へ

ク

タ

(

5 4
)

-

ル

で

あ

り
､

残

り

は
､

プ

ー

リ

ア

人
の

土

地
に

な
っ

た
｡

そ

の

後
の

土

地

利
用
の

変
化

､

土

地

関
係
の

変
遷
は

､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

人
の

土

地

と

プ

ー

リ

ア

人
の

土
地

と

で

は
､

前
者
が

も

と

も

と
ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

と

密
接
に

結
び

つ

い

た

も

の

で

あ

っ

た

た

め

に
､

後
者
と

は

か

な

り

違
っ

た

歴
史
を

た

ど
っ

た

も

の

と

考
え

ら

れ

る
｡

ま

た
､

プ

ー

リ

ア

全

体
か

ら
み

れ

ば

前
世

紀
末
菓
以

来
の

小

農
民

経

営
に

よ

る

樹

木
農
業
の

発
展
に

大
き

な

役
割
を

は

た

し

(

5 5
)

た

新
大

陸
か

ら
の

帰
国

者
が

､

ア

ブ

ル

ッ

ツ

ォ

土
地

貴
族
の

所

有

地
の

耕
地

化
に

お

い

て
､

自
作
農
と

し
て

ど
れ

だ

け
の

比

重

を

し

め
た

か

と
い

う
こ

と
も

､

今

後
検
討
さ

れ

る

べ

き

課
題
と

な

ろ

う
｡

い

ず
れ

に

せ

よ
､

現

在
の

プ

ー

リ

ア

台
地
に

お

け
る

農
村
居
住

展

開
の

過

程
は

単
に

､

古
来
の

マ

ラ

リ

ア

の

地
の

開
拓
と

し
て

の

み

で

な

く
､

ア
ベ

ニ

ン

山

地

と

の

あ

い

だ

に

存
在
し
て

い

た

ト

ラ

ン

ス

ヒ

ュ

マ

ン

ス

の

衰

退
と

の

関
連
に

お

い

て

も

解
明

さ

れ

な

け

れ

ば
な

ら
な

い

の

で

あ
る

｡

(

47
)

ニ

ュ

ー

ヨ

ー

ク

が

世

界
最

大
の

イ

タ

リ

ア

人

都

市
で

あ

る

と
い

う
の

と

同

じ

意

味
で

､

し

ば

し

ば
ロ

ー

マ

ほ

最

大
の

ア

ブ

ル

ア

ツ

ォ

人

都

市
で

あ
る

と

い

わ

れ

る
｡

た

し

か

に

ア

ブ

ル

ソ

ツ

ォ

起
汝
の

ロ

ー

マ

市

人
口

は

ア

タ

イ

ラ

の

人

口

(

六

万
)

よ

り
は

る

か

に

多
い

｡

な

お
､

イ

タ

リ

ア

に

お

け
る

離
村

現

象
に

つ

い

て

は

稿

を

あ

ら
た

め

て

考
察

す
る

予

定
が

あ
る

の

で
､

こ

こ

で

は

詳

論

し

な
い

｡

(

4 8
)

ナ

U
e

ヨ

呂
g
e

｡

t
､

｡

勺
･

C
i

t
･

が

こ

の

事

実
に

注

目

し
て

い

る
｡

(

4 9
)

わ

れ

わ

れ
が

調

査

し
た

五

つ

の

コ

ム

ー

ネ

に

お

い

て

十

数

家

族

の

大
土

地

所

有

者
の

う
ち

､

唯
一

の

例
外

は
､

カ

ラ

シ

オ

の

句

已
･

慧
ロ
N
-

の

家
の

一

分

家
だ

け
で

あ
っ

た
｡

こ

の

家
族

は
一

九

五

〇

年

代
に

プ

ー

リ

ア

の

土

地

を

売

り

払
っ

て

し
ま
っ

て

現

在
で

も

カ

ラ

シ

オ

に

と

ど

ま
っ

て

い

る

が
､

息

子

達
は

す
で

に

ト

リ

ノ

と
ロ

ー

マ

で

生

活
し

て

い

る
｡

(

5 0
)

ヮ

望
C
-

c
c

｡

｡

p
.

C

F

-

芸
ひ

勺
p

邑
m
･

句
･

∽

旨
m

已
已

O
p

･

C

声

p
.

-

ひ

ー

ー
ー

か

N
･

(

5 1
)

｢
･
句

岩
ロ
C

訂
s

P
,

○

ワ

C

F

ワ

誌

(

5 2
)

礼

拝

堂
な

ど

に

は
､

そ

れ

を

建
設

し
た

ア

ブ

ル

ア

ツ

ォ

土

地

貴

族
の

名

前
が

つ

け
ら

れ

る

こ

と

が

多
い

が
､

マ

フ

セ

リ

ー

ア

の

場

合

に

は
､

そ

れ

を

管
理

し

て

い

た

差

配

m
監
∽

駕
○

の

名

前
が

つ

け

ら

6 3 3
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れ
て

い

る

の

が

普

通
で

あ

る
｡

(

5 3
)

C
･
C

已
P

m
｡

2.C
｡

,

ト

空
じ

空
白

…
言
訂

莞
叫

訂

勺

薦
叫

訂

空
c

e

岩
F
e

2
亡
2

巴
ヨ
0
1
0

2

邑
=
n

H
t

a
-

i

P

く
○
-

･

N

00

句
-

r
2

ロ
N

e

-

当
○

勺

勺
･

や

】
-

○

(

5 4
)

G
･

L

四

賀
C

F

…
.

i

-

盟
Q

3 .

白

丸

§
Q

甘
旨
短

賢
知
渇

望
礼
恥

宅

尽
Q

訂

勺

已
e
l

m
O

-

-

00

山

戸

p
.

小

一

い

(

5 5
)

今

後
の

研

究
に

お

い

て

は
､

こ

の

｢

新
大

陸
か

ら
の

帰

国

者
+

に

つ

い

て

も
､

そ

れ

が

も

と

も

と
プ

ー

リ

ア

出

身

者

な
の

か
､

ア

ブ

ル

ァ

ツ

ォ

出

身
者
な
の

か

を

区

別

す
る

必

要
が

あ

ろ

う
｡

付

記
‥

本

稿
は

昭

和

四

十
六

年
度

文

部

省

在

外

研

究

員
と
し

て

昭

和

四

十
七

年

四

月
か

ら

九

月
に

か

け
て

イ
タ

リ

ア

に

お

い

て

お

こ

な
っ

た

調

査

に

も

と
づ

く

も
の

で

あ

る
｡

ま

た

本

稿

を
ま

と

め

る

に

さ

い

し
て

は

昭

和

四

十

九

年
度
文

部

省

.
科
学

研

究

費
(

総

合

研
究

A

｢

地

中

海
地

域
に

お

け

る

都

市
と

農

村
の

地

域
的

比

較

研

究
+

課
題

番
号

九
三

〇
一

〇

二
)

を

利

用
し

た
｡

(

一

橋
大

学
教

授
)

β3 卓




