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マ
ヤ
文

明

の
栄

え

た

地

は

、

メ

キ

シ

コ
の

ユ
カ

タ

ン
半

島

の
キ

ン
タ

ナ

・
ロ
ー
州

、

ユ
カ
タ

ン
州

、

カ

ン
ペ

チ

ェ
州

、

さ

ら

に
タ

バ

ス

コ
州

と

チ

ア

パ

ス
州

の
東

部

、
グ

ア

テ

マ
ラ

と

ベ

リ

ー
ズ

全

域

、
そ

れ

に

サ

ル
バ
ド

ー

ル
と

ホ

ン
ジ

ュ
ラ

ス

の
西

部

で
あ

る

。
南

北

約

八

五
〇

キ

ロ
、
東

西

約

五

五

〇

キ

ロ
で
、

面

積

は
三

二
万

平

方

キ

ロ
と

も

三

五

万

平
方

キ

ロ
と

も

い
わ

れ

、

ほ
ぼ

日
本

の
面

積

と
同

じ

で
あ

る
。

　

メ

ソ

ア

メ
リ

カ

全

体

か

ら

マ
ヤ
文

明
を

み

る

と

、

面
積

が

日
本

と
同

程

度

で
あ

る
ば

か
り

か

、

文

明

も

日
本

と
よ

く

似

て

い
る

こ
と

に
気

づ

く

。

日
本

と
よ

く
似

た
文

明

が
発

生

し
た

と

い

っ
た

ら

言

い
す

ぎ

に
な

る
か

も

し

れ
な

い
が

、

文

明

の
体
質

と

で
も

い
え

る
も

の
が

よ

く
似

て

い
る

こ

と

が
明

ら

か

に
な

っ
て
く

る

の

で
あ

る
。

　
メ
ソ
ア
メ
リ
カ

　
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
は
、
オ
ル
メ
ヵ
や
サ
ポ
テ
カ
な
ど

の
文
明
が
栄
え
た
が
、
メ
ソ
ア
メ
リ

カ
と
は
、
征
服
期

に
み
ら
れ
た
文
化
特
徴
を
も
と
に
定
義
さ
れ
た
文
化
領
域
で
あ
る
。
お
よ
そ
、
メ
キ
シ
コ
の
南
半
分
と
グ
ア
テ

マ
ラ
、
ベ
リ
ー
ズ
、
そ
れ
に
サ
ル
バ
ド
ー
ル
と
ホ
ン
ジ

ュ
ラ
ス
の

一
部
を
含
ん
だ
地
域
を
指
す
。
こ
こ
に
は
、

二
六
〇
日
暦
と
三
六
五
日
暦
、
点
や
棒
で
数
を
表
わ
す
表
記
法
、
二
十
進
法
、
球
戯
、
人
身
御
供
、
周
期
的
な

市
場
、
階
段
状
の
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
な
ど
、
多
く
の
特
徴
を
共
有
し
た
文
明
が
興
亡
し
た
。
古
く
は
、
タ
バ
ス
コ
州
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か
ら
ベ
ラ
ク
ル
ス
州
の
沿
岸
地
帯
で
栄
え
た
オ
ル
メ
カ

文
明
か
ら
、

コ
ル
テ
ス
に
滅
ぼ
さ
れ
た
ア
ス
テ
カ
文
明

ま
で
、
数

々
の
文
明
が
花
開
い
て
は
散

っ
て
い
っ
た
。

　

マ
ヤ
文
明
が
置
か
れ
た
位
置
は
、

メ
ソ
ア
メ
リ
ヵ
の

東

の
端
に
あ
る
が
、
そ
の
西
に
は
、
オ
ル
メ
カ
と
か
テ

オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
と
か
、
サ
ポ
テ
カ
と

い
っ
た
高
文
明
が

栄
え
て
い
た
。
日
本
も
そ
の
西
に
は
中
国
文
明
を
筆
頭

に
す
る
高
文
明
が
あ

っ
た
。
日
本
が
置
か
れ
た
位
置
と

よ
く
似

て
い
る
た
め
か
、
文
明
の
体
質
と
で
も

い
え
る

も
の
が
よ
く
似

て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
日
本

の
歴
史
を
振
り
返
れ
ば
、
西

の
高
文

明
の
影
響
を
受
け

て
、
そ
れ
を
自
分
に
合
う
よ
う
に
変

え
て
発
展
さ
せ
て

き
た
こ
と
を
だ
れ
し
も
認
め
ざ
る
を
え
な

い
が
、
そ
れ

と
同
じ
よ
う
な
メ
カ

ニ
ズ
ム
を

マ
ヤ
文
明
に
み
る
こ
と

が
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば

マ
ヤ
文
明
の
特
徴

の

ひ
と

つ
と
考
え
ら
れ
る

マ
ヤ
文
字
で
さ
え
、
西
か
ら
の

影
響
の
も
と
に
発
達
さ
せ
た
も
の
で
あ
り
、
独
自
に
創
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造
し
た
も
の
で
は
な
い
。
ほ
と
ん
ど
す
べ
て
が
、
西
か
ら
の
影
響

の
も
と
に
発
達
し
て
い
る
の
で
あ
り
、

マ
ヤ

で
独
自
に
作
り
出
し
た
も
の
を
探
す

の
が
困
難
な
ほ
ど
で
あ
る
。

一
度
何
か
を
取
り
入
れ
る
と
、
そ
れ
を
自
分

た
ち
に
合
う
よ
う
に
変
え
て
、
発
展
さ
せ
て
い
く
。
そ
れ
は
、
日
本
人

の
独
創
性

の
欠
如
、
模
倣
し
、
よ
り
よ

く
改
善
し
て
い
く
性
格
と
よ
く
似

て
い
る
。

　
そ
れ
ゆ
え
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
諸
文
明
を
抜
き
に
し
て
、

マ
ヤ
文
明
は
語
れ
な

い
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
詳

し
く
述
べ
る
余
裕
は
な
い
の
で
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
諸
文
明
に
つ
い
て
は
、
ご
く
簡
単
に
触
れ
る
だ
け
に
し
た

い

。

　
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
最
初
の
文
明
は
オ
ル
メ
カ
文
明
で
、
紀
元
前
十
二
世
紀
頃
か
ら
前
九
〇
〇
年
頃
ま
で
サ
ン
・

ロ
レ
ン
ソ
で
、
つ
づ
い
て
前
四
〇
〇
年
頃
ま
で
ラ

・
ベ
ン
タ
を
中
心
に
、
さ
ら
に
ト
レ
ス
・
サ
ポ
テ
ス
に
移
り

紀
元
前
後
ま
で
、
石
彫
や
工
芸

に
優
れ
た
文
明
が
お
こ
っ
た
。
こ
の
伝
統
は
、
テ
ワ
ン
テ
ペ

ッ
ク
地
峡
を
伝

い
、

グ
ア
テ
マ
ラ
の
太
平
洋
岸
の
イ
サ
パ
文
明
に
流
れ
、
や
が
て
、

マ
ヤ
文
明
に
受
け
継
が
れ
る
。

　
高
地
で
は
、
メ
キ
シ
コ
市
周
辺
に
巨
大
な
都
市
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
が
紀
元
前
後
に
出
現
し
た
。
そ
れ
は
四
世

紀
か
ら
五
世
紀

に
か
け
て
マ
ヤ
に
影
響
を
与
え
た
ば
か
り
か
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
ほ
ぼ
全
体

に
影
響
を
与
え
た
。

し
か
し
七
〇
〇
年
頃
に
崩
壊
し
て
し
ま

っ
た
。
そ
の
後
、
チ

ョ
ル
ー
ラ
や
シ
ョ
チ
カ
ル
コ
、

マ
ヤ
的
な
壁
画
の

出
土
で
有
名
に
な

っ
た
カ
カ
シ
ュ
ト
ラ
な
ど
の
都
市
が
栄
え
た
あ
と
、
九
〇
〇
年
頃
よ
り
ト
ゥ
ー
ラ
を
中
心
に

ト
ル
テ
カ
文
明
が
栄
え
た
。
こ
れ
も

マ
ヤ
に
影
響
を
与
え
て
お
り
、
ユ
カ
タ
ン
の
チ
チ

ェ
ン

・
イ
ツ
ァ
に
ト
ゥ

ー
ラ
と
よ
く
似
た
構
造
物
や
石
彫
類
を
見
い
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
ト
ル
テ
カ
は

一
二
〇
〇
年
頃
滅
ん
だ
が
、
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メ
キ
シ
コ
盆
地
は
主
権
争

い
の
あ
と
、
ア
ス
テ
カ
文
明
が
栄
え
る
こ
と
に
な
る
。

　
メ
キ
シ
コ
市
か
ら
南
約
五
〇
〇
キ

ロ
の
と
こ
ろ
に
あ
る
オ
ア
バ
カ
盆
地
で
は
、
紀
元
前
五
〇
〇
年
頃
よ
り
、

文
字
が
記
さ
れ
始
め
る
。
モ
ン
テ

・
ア
ル
バ

ン
を
中
心
に
栄
え
た
そ
の
文
明
を
、
サ
ポ
テ
カ
文
明
と
称
し
て
い

る
。
九
〇
〇
年
頃
に
滅
ん
だ
あ
と
は
、
ミ
シ
ュ
テ
カ
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
る
よ
う
に
な
る
が
、
そ
れ
は
ア
ス
テ

カ
に
巨
大
な
る
影
響
を
与
え
た
。
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自
然
環
境

　

マ
ヤ
文
明
は
日
本
文
明
と
よ
く
似
て
い
る
と
こ
ろ
が
あ
る
と
、
さ
き
に
指
摘
し
た
。
し
か
し
、
そ
れ
が
展
開

し
た
自
然
環
境
は
、
日
本
と
は
ま

っ
た
く
異
な
る
。

　

マ
ヤ
地
域
は
北
緯

一
五
度
か
ら
二
二
度
の
間
に
は
い
り
、
熱
帯
雨
林
気
候
と
い
え
る
。
し
か
し
、
地
形
や
環

境
の
違
い
か
ら
、
変
化
に
富
ん
だ
地
域
と
な

っ
て
い
る
。

　
こ
の
地
域
は
、
高
地
と
低
地
北
部
、
低
地
南
部
の
三
つ
に
大
き
く
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
図
3

の
よ
う
に
、
低
地
南
部
を
中
央
部
と
南
部
に
分
け
る
場
合
や
、
さ
ら
に
細
か
く
分
け
て
、
中
央
部
、
パ
シ
オ
ン

地
域
、
ウ
ス
マ
シ
ン
タ
地
域
、
南
東
部
、
北
西
部
、
南
西
部
と
分
け
る
場
合
が
あ
る
。
ま
た
低
地
北
部
も
、
細

か
く
分
け
て
、
北
平
原
部
、
東
海
岸
部
、
プ
ウ
ク
地
域
、
チ
ェ
ネ
ス
地
域
、
リ
ォ
ベ
ッ
ク
地
域
、
カ
ン
ペ
チ
ェ

地
域
と
分
け
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
地
域

の

一
年
は
、
乾
季
と
雨
季
に
分
け
ら
れ
る
。
だ

い
た
い
五
月
か
六
月
か
ら
雨
季

が
始
ま
り
、
十

一
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月
か
十
二
月
こ
ろ
ま
で
続
く
。
年
間
降
雨
量
は
北
か
ら
南
に
い
く
に
し
た
が
っ
て
ふ
え
、
北
端
で
約
五
〇
〇
ミ

リ
、
中
央
部
で

一
〇
〇
〇
～

一
五
〇
〇
ミ
リ
、
南
端
の
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
の
ふ
も
と
で
は
三
〇
〇
〇
ミ
リ
に
も

達
す
る
。

　

マ
ヤ
文
明
が
も

っ
と
も
栄
え
た
の
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
ペ
テ
ン
県
を
中
心
と
す
る
低
地
南
部
で
あ
る
。
低
地

は
、
年
間
平
均
気
温
が
二
五
度
C
以
上
で
、

一
年
を
通
じ
て
あ
ま
り
変
わ
り
は
な
い
。
し
か
し
暑
い
と
き
に
は

四
〇
度
ほ
ど
に
な
る
し
、
湿
度
も
八
〇
%
を
こ
え
る
。
ジ

ャ
ン
グ
ル
と
い
う
と
、
多
量
の
雨
、
高
い
気
温
、
高

い
湿
度
か
ら
、
非
常
に
暮
ら
し
に
く
い
と
こ
ろ
と
い
う
印
象
を
も
ち
や
す
い
。
そ
の
う
え
、
現
在
は
ほ
と
ん
ど

人
が
住
ん
で
い
な

い
の
で
、
ど
う
し
て
そ
ん
な
と
こ
ろ
に
、

マ
ヤ
文
明
が
栄
え
た
の
か
、
不
思
議
に
思
え
る
。

だ
が
実
際
に
そ
こ
に
入

っ
て
み
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
で
も
な

い
。
確
か
に
暑
い
し
、
湿
気
が
多

い
し
、
と
こ
ろ
に

よ
る
と
、
雲
霞

の
如
く
蚊
が
つ
き
ま
と
う
。
だ
が
暑

い
の
は
昼
間
だ
け
で
、
そ
の
暑
い
昼
間

で
も
、
木
陰
で
は

結
構
涼
し
い
し
、
朝
夕
は
冷
え
込
む
。
蚊
さ
え

い
な
け
れ
ば
、
全
然
住
み
に
く
い
気
が
し
な

い
。

マ
ラ
リ
ア
と

か
熱
帯
特
有

の
恐
ろ
し
い
風
土
病
が
あ
る
が
、
グ
ア
テ

マ
ラ
の
ペ
テ
ン
県
の
中
央
部
に
あ
る
ペ
テ
ン
・
イ
ツ
ァ

湖
岸
に
あ
る
フ
ロ
レ
ス
な
ど
、
楽
園
の
よ
う
で
あ
る
。
テ
ィ
カ
ル
な
ど

の
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
遺
跡
も
、
快

適
で
あ
る
。
と
は
い
え
、
住
み
や
す

い
の
は
、
手
入
れ
の
よ
く
行
き
届

い
た
と
こ
ろ
だ
け
で
、
そ
う
で
な
い
と
、

や
は
り
条
件

の
悪

い
と
こ
ろ
が
多

い
。
し
か
し
マ
ヤ
文
明
が
栄
え
て
い
た
頃
は
、
十
分
開
発
さ
れ
て
い
た
は
ず

で
、
そ
う
だ
と
す
る
と
、
そ
れ
ほ
ど
困
り
は
し
な
か

っ
た
に
ち
が
い
な
い
。

　
低
地
南
部
は
、
空
か
ら
み
る
と
、
緑
の
平
地

の
よ
う
に
み
え
る
。
し
か
し
実
際
に
は
、
起
伏
に
富
ん
で
お
り
、
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図3　 マヤの地域区分と遺跡



数
メ
ー
ト
ル
先
は
も
う
見
通
し
が
き
か
な
い
ほ
ど
、
う

っ
そ
う
と
木
が
生

い
茂
る
ジ
ャ
ン
グ

ル
地
帯

で
あ
る
。

そ
う
し
た
ジ
ャ
ン
グ
ル
も
、
限
り
な
く
存
在
す
る

マ
ヤ
の
遺
跡
か
ら
み
て
、
原
生
林
は
ほ
と
ん
ど
な
く
、
都
市

が
見
捨
て
ら
れ
て
以
後
、
形
成
さ
れ
た
も
の
と
み
ら
れ
る
。
ほ
と
ん
ど

一
度
は
人
間
が
切
り
開

い
た
あ
と
に
生

長
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　
低
地
は
ジ
ャ
ン
グ
ル
地
帯
だ
と
い
っ
た
が
、
と
こ
ろ
が
最
近
の
開
発
で
、
ジ
ャ
ン
グ
ル
は
ど
ん
ど
ん
姿
を
消

し
て
お
り
、
ペ
テ
ン
北
部

に
残
る
の
み
と
な

っ
て
き
た
。

　
ペ
テ
ン
の
中
心
部
に
あ
る
テ
ィ
カ
ル
は
、
ペ
ン
シ
ル
ベ
ニ
ア
大
学
に
よ
り
調
査
が
さ
れ
た
、

マ
ヤ
文
明

の
中

心
と
な
る
大
遺
跡

で
あ
る
。
現
在
で
は
、
そ
の
周
辺
も
含
め
、
国
立
公
園
と
な

っ
て
、
開
発
を
ま
ぬ
が
れ
て
い

る
。
中
心
部

に
は
、
幾
つ
か
の
遺
跡
群
が
あ
り
、
そ
れ
ら
を
つ
な
ぐ
道
が
あ
る
。
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
が
、

そ
こ
で
さ
え
、
人
々
が
訪
れ
る
こ
と
の
少
な

い
遺
跡
群

に
行
く
と
、
う

っ
そ
う
と
生

い
茂
る
木

々
の
た
め
、
道

に
迷
い
そ
う
に
な
る
。
周
囲
に
は
木
し
か
見
え
な
い
か
ら
、
こ
の
道

で
い
い
の
か
と
不
安
に
な

っ
て
く
る
の
で

あ
る
。
い
ち
ば
ん
よ
く
整
備
さ
れ
て
い
る
テ
ィ
カ
ル
で
さ
え
、
周
囲

の
見
通
し
が
き
か
な

い
ほ
ど
で
あ
る
か
ら
、

こ
れ
が
、
人
が
訪
れ
る
こ
と
の
少
な

い
、
ア
グ
ア
テ
カ
と
か
ド
ス
・
ピ
ラ
ス
な
ど

の
遺
跡
で
あ

る
と
、
ガ
イ
ド

な
し
に
は
我

々
は
歩
く
こ
と
が
で
き
な

い
。
そ
れ
ほ
ど
木
々
に
覆

い
つ
く
さ
れ
て
い
る
地
域
で
あ
る
。

　

一
九
八
九
年

の
五
月
、
私
は
、
ウ
ス
マ
シ
ン
タ
川
と
パ
シ
オ
ン
川
の
合
流
地
に
あ
る
ア
ル
タ

ル
・
デ

・
サ
ク

リ
フ
ィ
シ
オ
ス
を
訪
れ
る
機
会
を
得
た
。
こ
こ
は

一
九
五
八
年
か
ら

一
九
六
一二
年
に
か
け

て
、

ハ
ー
バ
ー
ド
大

学
の
ピ
ー
ボ
デ
ィ
博
物
館

に
よ
る
発
掘
調
査
が
行
な
わ
れ
た
。
そ
れ
か
ら
二
十
六
年
た

っ
て
訪

れ
た
遺
跡
は
、
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ふ
た
た
び
う

っ
そ
う
と
木
々
が
生
い
茂
り
、
な
に
も
見
渡
せ
な
い
状
態
に
返

っ
て
い
た
。
ジ

ャ
ン
グ
ル
の
再
生

力

の
強
さ
を
思

い
知
ら
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
同
時
に
な
ぜ
こ
ん
な
所
に
文
明
が
築
か
れ
た

の
か
、
あ
ら
た
め

て
疑
問
を
感
じ
た
。
し
か
し
そ
の
疑
問
に
対
し
て
、
ふ
と
次
の
よ
う
な
思
い
が
わ
い
て
き
た
。
当
時
も
現
在
と

同
じ
よ
う
な
条
件

で
あ
れ
ば
、
切
り
開
い
た
土
地
は
、
あ

っ
と
い
う
間
に
木
々
で
覆
わ
れ
た
は
ず
で
あ
る
。
こ

の
地
の
も
つ
そ
の
生
命
力
の
強
さ
が

マ
ヤ
人
を
引
き

つ
け
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　
低
地

マ
ヤ
と
非

マ
ヤ
地
域
の
境
近
く
に
は
、
大
き
な
川
が
流
れ
て
い
る
。
西
に
は
ウ
ス
マ
シ
ン
タ
、
グ
リ

ハ

ル
バ
と
い
う
た
く
さ
ん
の
支
流
を
も

つ
大
河
川
が
あ
り
、
南
東
に
は
モ
タ
グ
ア
川
が
流
れ
て
い
る
。
い
ず
れ
も

高
地
に
そ
の
源
を
発
し
、
高
地
と
低
地
、
非

マ
ヤ
地
域
と
の
交
流
路
と
し
て
機
能
し
て
い
た
。
北
東
で
は
、
ベ

リ
ー
ズ
と
メ
キ
シ
コ
の
国
境
を
画
す
る
オ
ン
ド
川
、
そ
の
南
に
は
ベ
リ
ー
ズ
川
が
あ
る
。
こ
れ
ら
の
川
は
、
水

資
源
と
し
て
、
魚
な
ど

の
蛋
白
源
と
し
て
、
さ
ら
に
は
、
海
と
内
陸
を
結
ぶ
重
要
な
交
易
路
と
し
て
、
機
能
し

て
い
た
。

　
低
地

マ
ヤ
の
ほ
ぼ
中
央
部
に
は
、
湖
が
点
在
し
て
い
る
。
東
か
ら
西
に
、
サ
ク
ナ
ブ
湖
、
ヤ
シ
ュ
ハ
湖
、
ペ

テ
ン
・
イ

ツ
ァ
湖
、
サ
ク
ブ
イ
湖
、
ペ
ル
デ

ィ
ダ
湖
と
名
を
挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
そ
う
し
た
大
き
な
湖

の
問
に
も
、
い
く

つ
か
小
さ
な
湖
が
あ
る
。
だ
が
水
資
源
と
し
て
大
事
な
湖
や
河
川
流
域
か
ら
は
な
れ
た
と
こ

ろ
に
、
テ
ィ
カ
ル
や
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
な
ど

の
大
遺
跡
が
存
在
し
て
お
り
、
不
思
議
な
文
明
を
よ
り
不
思
議
に

し
て
き
た
。
低
地

マ
ヤ
は
、
石
灰
岩

の
地
質

の
た
め
、
水

の
問
題
が
絶
え
ず

つ
き
ま
と
っ
た
と
想
像
さ
れ
る
が
、

テ
ィ
カ
ル
で
は
水

の
通
り
に
く
い
粘
土
で
底
を
覆

っ
た
貯
水
池
が
発
見
さ
れ
て
い
る
。
広
場

の
雨
水
を
そ
こ
に
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流
す
水
路
も
見

つ
か
っ
て
お
り
、
水
資
源
の
問
題
を

マ
ヤ
人
は
土
木
的
に
解
決
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
こ
れ
ら
の
地
域
の
最
大

の
水
資
源
は
、
バ
ホ
と
い
う
季
節
的
に
水
の
た
ま
る
湿
地
や
ア
グ
ア
ダ
と
呼
ば
れ
る

池
で
あ
る
。
現
在
は
乾
燥
し
て
、
ジ

ャ
ン
グ

ル
と
な

っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
も
、
低

い
と
こ
ろ
は
、
雨
季
に
は
水

が
た
ま
る
湿
地
帯
で
あ

っ
た
よ
う
で
、
だ

い
ぶ
現
在
と
は
、
景
観
が
異
な

っ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
よ
く
見
る

と
、
遺
跡
は
、
そ
う
し
た
低
地
帯
を
避
け
て
、・
み
な
高
台
に
建
て
ら
れ
て
い
る
。
現
在
の
景
観
か
ら
は
想
像
し

難

い
が
、
そ
の
当
時
、
こ
れ
ら
は
池
や
湖
で
あ

っ
た
と
い
う
意
見
も
あ
る
。
そ
う
で
な
く
て
も
、
盛
り
土
灌
慨

農
業
に
は
絶
好

の
地
形
で
あ

っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な

い
。
焼
畑
農
業
で
は
と
う
て
い
支
え
き
れ
な
い
多
く
の

人
口
が
い
た
こ
と
が
住
居
趾

の
研
究
か
ら
判
明
し
た
が
、
そ
う
し
た
集
約
農
業
を
営
ん
で
い
た
か
ら
だ
と
い
う

こ
と
が
わ
か

っ
て
き
た
。

　
気
候
は
北
に
行
く
に
し
た
が
い
乾
燥
す
る
た
め
、
北
部
は
、
低

い
い
ば
ら

の
生

い
茂
る
灌
木
地
帯
と
か
わ
る
。

南
に
あ
る
川
や
湖
が
な
く
な
り
、
わ
ず
か
に
セ
ノ
ー
テ
と
呼
ば
れ
る
自
然

の
井
戸
し
か
な
く
な
る
。
低
地
北
部

の
西
側
に
は
、
プ
ウ
ク
と
呼
ば
れ
る
低

い
山
脈
が
南
北
に
は
し

っ
て
い
る
。
こ
の

一
帯
は
、
プ
ウ
ク
様
式
と

い

わ
れ
る
美
し
い
建
築
様
式
が
栄
え
た
と
こ
ろ
で
、
そ
の
代
表
的
な
遺
跡
で
あ
る
ウ
シ
ュ
マ
ル
や
ヵ
バ
ー
な
ど
は
、

現
在
は
有
名
な
観
光
地
と
な

っ
て
い
る
。
ユ
カ
タ
ン

一
帯
に
は
、

マ
ヤ
人
と
自
ら
呼
ん
で
い
る
、
ユ
カ
テ
ク

・

マ
ヤ
人
が
七
〇
万
人
ほ
ど
住
ん
で
い
る
。

　
南

の
高
地
は
、
大
部
分
が
火
山
性
の
山
で
、
四
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
を
越
す
山
々
も
そ
び
え

て
い
る
。

一
〇
〇

〇
メ
ー
ト
ル
か
ら
二
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
く
ら
い
の
高
さ
は
、
ち
ょ
う
ど
常
春

の
気
候

で
、

マ
ヤ
人
の
う
ち
で
も
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高
地

マ
ヤ
人
に
分
類
さ
れ
る
、
キ
チ

ェ
と
か

マ
ム
と
か
ケ
ク
チ
と
か
い
わ
れ
る
人

々
が
、
約

二
〇
〇
万
人
ほ
ど
、

こ
の
高
地
に
住
ん
で
い
る
。

　
高
地
中
ほ
ど
に
位
置
す
る
グ
ア
テ

マ
ラ
市

に
は
、
カ
ミ
ナ
ル
フ
ユ
と
い
う
遺
跡
が
あ
る
。

こ
こ
は

マ
ヤ
文
明

に
多
大
な
影
響
を
与
え
た
と
こ
ろ
と
し
て
知
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
ほ
か
高
地
に
も
た
く
さ
ん

の
遺
跡
が
点
在
し

て
い
る
が
、

マ
ヤ
文
明
と
い
う
見
地
か
ら
み
れ
ば
、
こ
こ
は
周
辺
地
域
で
あ
る
。
だ
が
、
黒
曜
石
や
蛇
紋
岩
、

錫
翠
な
ど

の
鉱
物
資
源
が
豊
富

で
あ
り
、
低
地
と
の
交
流
が
い
や
が
上
に
も
持
た
れ
た
地
域

で
、

マ
ヤ
文
明
を

理
解
す
る
た
め
に
は
欠
か
す
こ
と
の
で
き
な
い
地
域
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
の
ほ
と
ん
ど
の
遺
跡
は
、
低
地
の
暑

い
地
帯
に
分
布

し
て
い
る
が
、
地
域
区
分
で
南
西
地
域
と
南
東
地

域

に
は
い
る
、
た
と
え
ば
ト
ニ
ナ
や

コ
パ

ン
な
ど
で
は
、

一
〇
〇
〇
メ
ー
ト
ル
前
後

の
高
さ

の
ほ
ど
よ
い
気
候

の
と
こ
ろ
に
あ
る
。
こ
れ
ら
は
地
理
学
か
ら
は

一
部
高
地
に
属
す
る
で
あ
ろ
う
が
、
ふ
つ
う
高
地

マ
ヤ
と
は
み

な
し
て
い
な
い
。

　
さ
ら
に
南
は
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
太
平
洋
岸
の
低
地
帯
と
な
る
。
こ
こ
は

マ
ヤ
文
明
が
栄
え

る
前
に
、
高
い
文

化
が
広
が

っ
て
い
た
地
帯
で
あ
る
。
オ
ル
メ
カ
文
明
が
栄
え
た
ベ
ラ
ク
ル
ス
州
南
部
か
ら
タ
バ
ス
コ
州
に
か
け

て
の
低
地
帯
と
、
テ
ワ
ン
テ
ペ
ッ
ク
地
峡
で
つ
な
が
っ
て
お
り
、
北
と
南
を
つ
な
ぐ
交
流
路

と
し
て
機
能
し
て

い
た
。
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マ
ヤ
文
明
で
あ
る
証
明
は
い
か
に

　

マ
ヤ
文
明
が
栄
え
た
地
域
に
は
、
原
住
民
と
し
て
は
、
現
在

マ
ヤ
人
が
住
ん
で
い
る
。
し
か
し
、

マ
ヤ
文
明

が
栄
え
た
最
盛
期
か
ら
、
す
で
に

一
三
〇
〇
年
あ
ま
り
経

っ
て
い
る
。
そ
の
こ
ろ
も
同
じ
よ
う
な
状
態
で
あ

っ

た
の
だ
ろ
う
か
。
グ
ア
テ
マ
ラ
の
高
地
と
北
の
ユ
カ
タ

ン
に
は
、
マ
ヤ
人
と
称
す
る
人
が
た
く
さ
ん
い
る
。
し

か
し
、
も

っ
と
も
栄
え
た
低
地
南
部
に
は
、
現
在
ほ
と
ん
ど

マ
ヤ
人
は
い
な

い
。

マ
ヤ
人
の
分
布
と
遺
跡
の
分

布
は
、
ほ
ぼ

一
致
す
る
け
れ
ど
も
、
肝
心
の
低
地
南
部
に
は
、

マ
ヤ
人
は
ほ
と
ん
ど
住
ん
で
い
な
い
。
そ
う
す

る
と
、

マ
ヤ
文
明
と
い
う
け
ど
、
本
当
に
マ
ヤ
人
が
こ
し
ら
え
た
も

の
な

の
か
、
気
に
掛
か

っ
て
く
る
。

　

マ
ヤ
人

の
分
布
と
遺
跡

の
分
布
は
ほ
ぼ

一
致
す
る
。
そ
れ
に
十
六
世
紀
以
後
に
残
さ
れ
た
文
献
か
ら
も
、
少

な
く
と
も
そ
の
数
世
紀
前
か
ら
、
そ
こ
に
マ
ヤ
人
が
い
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
文
化
の
連
続
性
か
ら
み
て
、

そ
れ
以
前

の
文
明
も

マ
ヤ
人
の
手
に
な
る
こ
と
は
ほ
ぼ
ま
ち
が
い
な

い
。
だ
が
、
そ
れ
だ
け

で
は
証
明
で
き
た

と
は
い
え
な
い
。

マ
ヤ
文
明
が
マ
ヤ
人

の
手
に
な
る
も

の
で
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
た
め
に
は
、
も

っ
と
ほ
か

の
面
か
ら
探
る
必
要
が
あ
る
。
幸

い
な
こ
と
に
、
マ
ヤ
文
明
に
は

マ
ヤ
人
が
こ
し
ら
え
た
と

い
え
る
直
接
の
証

拠
が
あ
る
。
そ
れ
は
い
う
ま
で
も
な
く
文
字
で
あ
る
。
そ
の
文
字
が

マ
ヤ
語

で
書
か
れ
て
い
れ
ば
、

マ
ヤ
文
明

が

マ
ヤ
人
の
手
に
な
る
こ
と
に
、
疑

い
を
は
さ
む
余
地
は
な
く
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
十
六
世
紀

の
中
葉
、
ス
ペ
イ
ン
人
神
父
デ
ィ
エ
ゴ

・
デ

・
ラ
ン
ダ
は

『
ユ
カ
タ
ン
事
物
記
』
と

い
う
書
物
を

残
し
た
。
そ
の
書
物
に
は
、

ユ
カ
タ
ン
に
住
む

マ
ヤ
人

の
風
習
や
彼
ら
の
伝
え
る
歴
史

の
ほ
か
に
、
ユ
カ
タ

ン

の
自
然
や
征
服
史
な
ど
も
書
か
れ
て
お
り
、
そ
の
当
時
を
知
る
第

一
級
の
文
献
と
な

っ
て
い
る
。

マ
ヤ
文
明

の
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図4　 「ランダの アルファベット」

発
掘
や
研
究
が
ま
だ
十
分
で
な
か

っ
た
二
、
三
十
年
ほ

ど
前
ま
で
は
、
概
説
書
を
書

こ
う
と
思
う
と
、
そ
の
書

が
中
心
に
据
え
ら
れ
た
ほ
ど
、

マ
ヤ
の
百
科
全
書
と
も

い
え
る
も
の
で
あ
る
。

　
そ
の
な
か
で
、
ラ
ン
ダ
は
、
暦

の
文
字
と
そ
の
説
明

を
し
て
い
る
。
そ
れ
ば
か
り
か
、
「
ラ
ン
ダ
の
ア
ル
フ

ァ
ベ
ッ
ト
」
と
呼
ば
れ
て
い
る
二
七
文
字
と
三
つ
の
例

文
を
記
し
て
お
り
、
そ
れ
を
手
掛
か
り
に
、

マ
ヤ
文
字

の
い
く
つ
か
が
実
際
に
読
め
る
よ
う

に
な

っ
た
。

　
た
と
え
ば
、
図
5
の
う
ち
、
窪
11
[ざ
]
と
ピ
ーー
ロ
菖

は
、
ラ

ン
ダ
の
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
で
あ
る
。
そ
れ
が
、

そ
れ
ぞ
れ
の
文
字

に
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は

『
ド

レ
ス
デ

ン
絵
文
書
』
に
記
さ
れ
て
い
る
文
字
で
あ
る
。

絵
文
書
は
、
ふ
つ
う
四
文
字
か
ら
六
文
字
か
ら
な
る
テ

キ

ス
ト
の
下
に
、
そ
れ
に
関
連
す
る
絵
が
添
え
ら
れ
て

い
る
。
そ
の
た
め
、
そ
れ
ぞ
れ
の
意

味
は
、
「
11
」
、

「
七
面
鳥
」、
「犬
」
を
表
わ
す
こ
と
が
わ
か

っ
て
い
た
。
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図5　 「ランダのアルファベット」を利用した解読例

　
ユ
ヵ

テ

ク

・
マ
ヤ
語

で

、
そ

れ

ら

は
そ

れ

ぞ

れ

、

ブ

ル

　
ッ
ク

(げ
三
蓼
)
、

ク

ッ

ツ

(。
三
N
)
、

ツ

ル

(怠
&

と

い

う

。
文

字

を

構

成

す

る
文

字

素

が

、
そ

れ

ぞ

れ

音

節

文

字

で

あ

る

と
仮

定

す

る

と

、

「
11
」

を

表

わ

す

文

字

は

、

×
⊥

ロ
ー
2

と

な

り

、

「
11
」

は
び
巳
9

で
あ

る

の

で
、

消

え

て

い
る

と

こ
ろ

に

は

、
㎞

を

表

わ
す

文

字

素

が
あ

噛
っ
た

と

み

る

こ

と

が

で
き

る

。
閉

音

節

語

を

開

音

節

の

文

字

で
表

わ

し

た

と

み

ら

れ

る

の
で
あ

る

。
「
七

面
鳥

」

を

表

わ
す

文

字

は
2

ー
欝
ロ
、

「
犬

」

を
表

わ

す

文

字

は

言
ロ
ー

ピ

で
あ

る

と

、

ユ
カ

テ

ク

語

の
読

み

と

意

味

を

満

足

さ

せ

る

こ

と

が

で

き

る

。

㎝
と
h

は

ラ

ン
ダ

が
記

し

て

い
た
文

字

で
あ

る

の
で

、
問

題

な

い
。

そ

れ
ま

で

音

価

が
不

明

で
あ

っ
た

文

字

素

を

自
鐸
と

い
う

音

価

を

も

つ
文
字

素

で
あ

る

と

す

る

と

、
矛

盾

し
な

く

な

る

。

こ

の
よ

う

に

、

い
わ

ば
芋

づ

る
式

に

、
文

字

素

の
音

価

が

、

少

し
ず

つ
で

は

あ

る

が

、

わ

か

っ
て
き

た

の
で

あ

る

。
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異 なる文 字を音 の 一 致 によって交 替 させ た例

(パ レンケ「is号神 殿 」のしっくい製 文 字 より)

図6

　

さ
き

の
は
十

一
、

二
世

紀

以

後

の
作

と
さ

れ

る

絵

文

書

で
あ

っ
た

が

、

図

6

は

、

古

典

期

の
最

盛

期

の
パ

レ

ン
ケ

か
ら

の
例

で
あ

る
。

二

つ

の
文
字

は
生

起

す

る

場

所

の
分

析

か
ら

同

価

で
あ

る

こ

と

が
確

か

め
ら

れ

た

。

二

つ

の
文
字

の
違

い
は

、

右

上

の
文

字

素

だ
け

で
あ

る

。
右

の
例

は

、

こ
れ

ま

で

「
空

」

を
表

わ

す
文

字

と

さ

れ

て

き

た

も

の
で
あ

る

。
左

の
例

で

は

、

そ

れ

は
丸

が

四

つ

に
置

き
換

わ

っ
て

い
る

。

す

な

わ

ち
数

字

の

「
四

」

で
あ

る

。

現

代

ユ
カ

テ
ク

語

で
は

、

「
空

」

は
8

雪

[
パ
①
、碧

]
、

「
四

」

は

。
き

[
冨

呂

で

あ

る
。

す

な

わ

ち

同

似

音

異

義

語

で

あ

り

、

音

の
似

通

い

か

ら
交

替

し

た

と

す

る

と

、

こ

の
交

替

は
う

ま

く

説

明

で
き

る

。

こ
れ

は

、

仮

借

の

例

と

い
え

る

。

こ

の
交

替

は

、

マ
ヤ
諸

語

で

し

か

み
ら

れ

な

い
も

の

で
あ

り

、

文

字

が

マ
ヤ
語

を

も

と

に

し

て

い
る

こ

と

が

わ

か

る

。

　

図

7

の
最

初

は

、

二

六

〇

日
暦

の
カ

ー

バ

ン
と

い
う

日

の
文

字

で
あ

る

。

二

番

目

は

、

マ
ド

リ

ッ
ド
絵

文
書

の
蜜

蜂

が

登
場

す

る
章

に
出

て
く

る

。

三

、

四

番

目

は

パ

レ

ン
ケ
遺

跡

か

ら
見

つ
か

っ
た

例

で
あ

り

、
同

価

の
文

字

の
交

替

し
た

例

で
あ

る
。

8

げ
[
す

び
]
と

い
う

語

に

は

、

「
大

地

、
世

界

」

と

い
う

意

味

と

「
蜂

蜜

、
蜜

蜂

」

と

い
う

意

味

が

あ

る

。

3

、

4

の
例

の
文

字

の
正

確

な

意

味

は
ま

だ

よ

く

わ

か

ら

な

い

が

、

誕

生

に
相

当

す

る

意

味

を

も

つ
よ

う

で

、

こ

こ

に
生

起

す

る
$
げ
は

、
「
大

地

、

世

界

」

の
意

味

を

も

っ
て

い

る

よ

う

で

あ

る

。

四

の
文

字

は

、
8

び
を

表

わ

す

文

字
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2.蜜 蜂 ・蜂 蜜　

く『マドリッド絵 文 書 』105ペ ー ジ)

 

　1

4.パ レンケ

　 「十 字 の神 殿 」

3.パ レンケ

　 「葉 の十 字 の神 殿 」

同じ文字を異なる意味に使用した例図7

素
が
二
つ
に
分
け
て
書
か
れ
て
い
る
。
上
は
ラ
ン
ダ
の

ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
8
11
[犀
9D
]
で
あ
る
。
す
る
と
下
は
㎞

と
い
う
こ
と
に
な
り
、
表
語
文
字
を
音
節
文
字
で
書
き

直
し
た
例
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も

っ
と
平
た
く
い

え
ば
、
漢
字
を
仮
名
で
書
い
た
も
の
で
あ
る
。

　
た

っ
た
三
つ
の
例
し
か
挙
げ
な
か

っ
た
が
、
こ
ん
な

例
が
た
く
さ
ん
見
つ
か

っ
て
い
る
。

こ
れ
ら
の
例
か
ら
、

文
字
は
、

ユ
カ
テ
ク
語
に
近
い
マ
ヤ
語
で
書
か
れ
て
い

る
こ
と
が
わ
か
る
で
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
マ
ヤ
文
明
と

い
っ
て
い
る
文
明
は
、
確
か
に
マ
ヤ
人
の
手
に
な
る
も

の
で
あ
り
、
文
字
は
、

マ
ヤ
語

で
書

か
れ
た
マ
ヤ
文
字

な
の
で
あ
る
。

　

マ
ヤ
文
明
を
理
解
す
る
鍵
の

一
つ
を
言
語
が
提
供
し

て
い
る
こ
と
を
、
文
字
の
読
み
か
ら
示
し
て
み
た
。
ラ

ン
ダ
は

ユ
カ
テ
ク
語
を
記
し
て
い
た
。
絵
文
書
ば
か
り

か
、
古
典
期
の
碑
文
の
文
字
の
い
く

つ
か
も
ユ
カ
テ
ク

語
で
読
む
こ
と
が
で
き
た
。
で
は

ユ
カ
テ
ク
語
だ
け
で
、
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マ
ヤ
文
字
は
読
め
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
長

い
間
に
言
語
は
変
化
す
る
。

ユ
カ
テ
ク
語

で
は
消
失
し
て
し
ま

っ
た

が
、
そ
の
ほ
か
の
マ
ヤ
の
こ
と
ば

に
残
さ
れ
た
も
の
も
あ
る
。
た
と
え
ば
、
ラ
ン
ダ
の
残
し
た
暦

の
読
み
方
と

文
字

の
構
成
は
か
な
ら
ず
し
も

一
致

せ
ず
、

ユ
カ
テ
ク
語
で
は
説
明
で
き
な
い
も
の
も
あ
る
が
、
こ
の
不

一
致

な
ど
、
ユ
カ
テ
ク
語
以
外

の
言
語
を
み
な
い
と
、
説
明
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
解
読
は
ユ
カ
テ
ク
語

を
中
心
に
お
い
て
進
め
て
い
け
ば
い
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
だ
け
で
は
駄
目
で
、
そ
の
他

の
マ
ヤ
の
言
語
も
知

ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。

第二章　過去への糸口

　

マ
ヤ
諸
語

　
表
1
は
、

マ
ヤ
諸
語

の
分
類

に
、
各
言
語
の
人
口
を
加
え
た
も
の
で
あ
る
。
ふ
つ
う
言
語

の
分
類
は
、
単
語

を
比
較
し
て
行
な
う
が
、
こ
の
分
類
は
、
単
語

の
比
較

に
加
え
、
文
法
構
造

の
比
較
を
し
て
、
行
な

っ
た
も
の

で
あ
る
。
人
口
は
、
メ
キ
シ
コ
に
あ
る
言
語
は
、

一
九
八
〇
年
の
国
勢
調
査
に
よ
る
も

の
で
、
グ
ア
テ
マ
ラ
は

一
九
六
四
年

の
国
勢
調
査
を
基
礎

に
、
そ
の
語

の
言
語
調
査
に
よ
る
人
口
推
定

の
最
大
数
を
採

っ
て
い
る
。
人

口
は

一
部

の
言
語
を
除
き
、
増
え
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
の
人
口
は
言
語
学
的
な
調
査

の
際
に
推
計
さ
れ
た

数

で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
国
勢
調
査

に
よ
る
と
、
グ
ア
テ
マ
ラ
の
人
口
は
九
〇
〇
万
人
を
越
え

、
そ
の
う
ち
の
六

〇
%
が
イ
ン
デ
ィ
オ
、
す
な
わ
ち
、

マ
ヤ
人
と
い
う
の
で
あ
る
か
ら
、
ゆ
う
に
五
〇
〇
万
人
を
越
え
る
こ
と
に

な
る
。

　

マ
ヤ
諸
語
は
、

マ
ヤ
の
地
か
ら
遠
く
は
な
れ
た
ワ
ス
テ
ク
語
と
、
低
地

マ
ヤ
と
高
地

マ
ヤ
の
三
つ
に
大
き
く
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図8　 マヤ語族の分布
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第二章　過去への糸口

ワステク語群

低

地

マ

ヤ

高

地

マ

ヤ

北
語
群

南
　
語
　
群

西
　
語
　
群

東
　
語
　
群

　 言 語 名
.1

.ワステ ク語 　Huastec

2.*チ コムセル テク語*Chicomuceltec

1.ユ カテク ・クシレー プ 　Yucatecan

　　a.ユ カテク語 　Yucatec　 　　　　 　 .

　　b.ラカンドン語 　Lacandon

　　C.イツァ言吾　Itza

　　d.モ パ ン語Mopan

1.チ ョル ・クシレー プCholan

　　a.チ ョル 語Chol

　　b.チ ョンタル語ChontaI

　　c.チ ョル ティ語Chorti

　　d。*チ ョルティ語*Cholti

2.ツ 土ノレタル ・クシレー プ 　Tzeltalan

　　a.ツェルタル語 　Tzeltal

　　b.ツォツィル語 　TzotziI

　　c.トホ ラバル語Tojolabal(Chaneaba1)

1.カ ン ホ バ ル ・クシレー プKanjobalan

　　a.チ ュフ語Chuj

　　b.バ カル テク語 　Jacaltec

　　　カンホ バ ル語 　Kanjobal(Solomec)

　　　アカテク語 　Acatec

　　c.モ トシントレク語Motozintlec(Moch6)

　　　トゥサ ンテク語Tuzantec

2.マ ム ・クシレー プMamean

　　a.テ クティテク語 　Tectitec(Teco)

　　　マム語Mam

　　b.ア グ アカテク語 　Aguacatec

3.イ シル 語 　 Ixil

l.ケ クチ 語Kekchi

2.ポ コ ム ・ク>Jレー プPocom

　　a.ポ コムチ 語Pocomchi

　　b.ポ コマム語 　Pocomam

3.キ チ ェ ・クシレー プQuichean

　　a.ウ スパ ンテク語 　Uspantec

　　b.キ チェ語Quiche

　　　サ カプ ル テク語Sacapultec

　　　シパ カパ 語 　Sipacapa-一

　　　カクチ ケル語Cakchiquel
・　　 ツトゥヒル 語 　Tzutujil

分布記号　　人口(人)

　[1]　　　　ias　8aa

[2]　 　 　 　 a

コ

コ

コ

コ

3

4

eO
6

E

厄

厄

E

コ

コ

コ

コ

7

8

9

10

厄

厄

E

厄

[11]
[12J
[13]

[14]

[15]

[16コ

[17]

[187

[19]

[ZOO
[217
[22]
[23]
[24]

コ

コ

E
O

ρQ

9
白

9
自

厄

厄

[27]

[28]

[Zy7

[30]

[31コ

[32]

ss5,4aa

　　 3aa

　　 sao

　 8,000

96β00

29,000

33,000

　　　0

215,200

133,400

22,400

21,000

27,000

43,000

18,000

　　600

　 ?

　 1,000

439,000

15,000

46,000

Sao　 OOO

61,000

42,000

　 1,600

saa　 aoo

　 3,aao

　 s,aao

4aa,aao

sa,000

　　　　　(分 布記号は、図8の 地図 と対応 す る。)

表1マ ヤ 語族
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分

け

る

こ

と

が

で

き

る

。

ワ

ス
テ

ク
語

と

一
番

近

い
言

語

に

チ

コ
ム

セ

ル
テ

ク
語

が

あ

る

。

そ

の
言
語

は

現

在

は

消

滅

し

て

い
る

が

、

マ
ヤ

地

域

で
話

さ

れ

て

い
た

。

こ

こ
か

ら

、

マ
ヤ
祖

語

の
源

郷

は

、

チ

コ
ム

セ

ル
テ

ク

語

が

話

さ

れ

て

い
た

あ

た

り

に

あ

っ
た

と
推

定

す

る

人

が

い
る

が

、

こ
れ

は

言
語

学

的

に

は

証

明

で
き

な

い
。

し

か

し
、

ワ

ス
テ

ク

語

の
分

離

は

、

た

と

え

ば

、

ケ

ツ

ァ

ル

コ
ア

ト

ル

(羽

毛

の
蛇
)

の
伝

承

に
代

表

さ

れ

る

民

族

移
動

の
問

題

を

考

え

る

う

え

で

、

た

い

へ
ん

お

も

し

ろ

い
例

を
提

供

し

て

い
る

。

(
=

一三
～
六
頁
参

照
)

　

低

地

マ
ヤ

と
高

地

マ
ヤ
は

そ

れ

ぞ

れ

二

つ
に
細

分

で

き

る

。

低

地

マ
ヤ

は

北

と
南

に

分

け

ら

れ

、

北

は

ユ
カ

テ
ク

、

ラ

カ

ン
ド

ン
、

モ
パ

ン
、

イ

ツ

ァ
と

な

る

。

こ
れ

ら

は

、
方

言

と
呼

ん

で
よ

い
ほ

ど

、
近

い
関

係

に

あ

る

。

大

き

な
違

い
は

母

音

の
数

で
あ

り

、

ラ

カ

ン
ド

ン
、

モ
パ

ン
、

イ

ツ

ァ
は

六

母
音

体

系

で
あ

る

が

、

ユ
カ

テ
ク

は

五

母
音

で
あ

る

。

低

地
南

諸

語

は

、

さ

ら

に

チ

ョ
ル

・
グ

ル
ー
プ

と

ツ

ェ
ル
タ

ル

・
グ

ル
ー
プ

に

分

け

ら

れ

る
。

そ

の
違

い
は

、
語

レ

ベ

ル

は
少

な

い
が

、
文

レ

ベ

ル

(文
核
)

で

は
大

き

い
。

こ
れ

ら

低

地

マ
ヤ

諸

語

が

、

古

典

期

マ
ヤ
文

明

の
言

語

と

み

ら

れ

る

が

、

ツ

ェ
ル
タ

ル

・
グ

ル
ー

プ

は

だ

い
ぶ

そ

の
他

と

異

な

り

、

中

心

と

な

る

の
は

、

ユ
カ

テ
ク

・
グ

ル
ー

プ

で
、

そ

れ

に
チ

ョ
ル

・
グ

ル
ー

プ

を
加

え

た

も

の
と

限
定

し

た

ほ

う

が

よ

い
。

も

ち

ろ

ん

、

ツ

ェ
ル
タ

ル

・
グ

ル
ー

プ

を

排

除

し

て
し

ま

え

と

い
う

の

で
は

な

い
。

そ

れ

ら

も
参

考

に
す

る

こ
と

を

心

掛

け

ね

ば

な

ら

な

い
。

　

高

地

マ
ヤ
は

西

と

東

に
細

分

で
き

る

。

西
語

群

の
う

ち

、

マ
ム

・
グ

ル
ー

プ

は

、

も

っ
と

も

変

化

が

大

き

く

、

マ
ヤ
諸

語

で
も

変

わ

り

種

と

な

っ
て

い
る

。

東

の
諸

言

語

は

、

十

六

世
紀

以

後

の
文

献

で
重

要

な

『
ポ

ポ

ル

・

ウ

フ
』

や

『
カ
ク

チ

ケ

ル
年

代

記

』

な

ど

を

残

し

た

、

キ

チ

ェ
語

や

カ

ク

チ

ケ

ル
語

の
キ

チ

ェ

・
グ

ル

ー
プ

と

、
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第二章　過去への糸口

pa ri ja chanimchkeri xilakebuluk'am  logManuel

時場所間接目的目的語文核主　　量五
　　口口

k-eb-u-lu-k'am　 loq

「マヌエルはいますぐ彼 らのために椅子を家のなかへもつてくる」(キチェ語)

表2　抱合語の構造

ケ
ク
チ
や
ポ

コ
ン
・
グ

ル
ー
プ
に
さ
ら
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
が
、
違

い
は
そ
れ
ほ
ど
大
き
く
な

い
。

　

マ
ヤ
諸
語
は
、
抱
合
言
語
と
い
わ
れ
る
も
の
に
入
る
。

こ
れ
は
、
主
語
や
目
的
語
な
ど
に
な
る
語
を
も
う

一
度

接
辞
を
使

っ
て
言

い
直
す
と
こ
ろ
に
特
徴
が
あ
る
。
す

な
わ
ち
動
詞
に
主
語
や
目
的
語
や
時

相
な
ど
を
表
わ
す

接
辞
を
つ
け
て
、
そ
れ
を
あ
た
か
も

一
語

の
よ
う
に
発

音
す
る
と
こ
ろ
か
ら
、
つ
け
ら
れ
た
名
前

で
あ
る
。
例

文
で
文
核
と
名
づ
け
た
と
こ
ろ
は
、
全
体

の
文
を
接
辞

を
使

っ
て
も
う

一
度
言
い
直
し
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、

文
核
は

一
文
に
相
当
す
る
。
実
際
、

こ
の
文
核
部
だ
け

で
、
立
派
な
文
と
な
る
。
こ
れ
は
見
方
を
変
え
る
と
、

表
現

の
重
複
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
こ
の
重
複
性

は
、
た
と
え
ば
、
名
詞
と
名
詞
の
修
飾
関
係
を
表
わ
す

場
合
な
ど
に
も
表
わ
れ
て
お
り
、

一
つ
の
特
徴
と
な

っ

て
い
る
。
こ
れ
は
そ
の
他
の
中
米
諸
言
語

に
も
よ
く
み

ら
れ
る
特
徴
で
あ
る
。
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V[svo]OS　 :ユ カテ ク、モ 〉:ン、イツァ、ラカン ドン、チ ョル 、ツォツィル、

　　　　 　　　 トホ ラバ ル

V〔osv]OS　 :ケ クチ 、ポ コムチ 、キ チ ェ、ツ トゥヒル

V[osvo]OS:ウ ィスタン ・ツォッィル

SV[svo]0　 :チ ョンタ ル、チ ョルテ ィ

V[osv]SO　 :バ カル テ ク、マム、ア グ アカテク

V[svo]SO　 :イ シル

V[osv]OS/V[osv]SO:ワ ステク

V[svo]OS/V[svo]SO:テ ネ ハ パ ・ツェル タル

文核内と文核外の主語、目的語、動詞の分布表3

　
例
文
を
記
し
た
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト

に
は
、
ア
ポ
ス
ト

ロ
フ
ィ
が
つ
い
て
い
る
も
の
が
あ
る
が
、
そ
れ
は
声
門

閉
鎖
音
を
表
わ
す
。
こ
の
声
門
を
閉
鎖
し
て
発
音
す
る

音
は
、

マ
ヤ
諸
語
の
大
き
な
特
徴
で
あ
る
。
日
本
語
で

は
清
音
と
濁
音
の
対
立
が
あ
る
よ
う

に
、

マ
ヤ
諸
語

で

は
、
声
門
閉
鎖
音
と
非
声
門
閉
鎖
音

-

声
門
を
閉
鎖

せ
ず
に
発
音
す
る
普
通
の
音
1

と
が
対
立
す
る
。

　
高
地

マ
ヤ
諸
語
で
は
、
喉
の
奥
で
発
音
す
る

q
と
そ

の
声
門
閉
鎖
音
で
あ
る
,q
が
あ
る
が
、
こ
れ
は
低
地

マ

ヤ
諸
語
に
は
み
ら
れ
な

い
。
そ
れ
に
当
た
る
音
は
、
k
、

ビ
に
変
化
し
て
い
る
。
そ
の
違
い
が
、
単
語

レ
ベ
ル
で
、

マ
ヤ
諸
語
を
低
地
と
高
地
に
分
け
る
大
き
な
指
標
と
な

っ
て
い
る
。

ツ
ェ
ル
タ
ル
・
グ
ル
ー
プ
は
、
現
在
チ
ア

パ
ス
高
地
に
住
ん
で
い
る
が
、
q
、
,q
を
も

っ
て
い
な

い
の
で
、
こ
の
指
標
か
ら
は
低
地
に
入
れ
る
必
要
が
あ

る
言
語
群
で
あ
る
。

　
文
核
内

の
各
要
素

の
分
布
は
、
高
地

マ
ヤ
と
低
地

マ
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第二章　過去への糸口

ヤ
で
は
か
な
り
異
な
る
。
他
動
詞
文

で
そ
の
違

い
を
示
す
と
、
表
3
の
よ
う
に
な
る
。
主
語
、
目
的
語
、
動
詞

を
そ
れ
ぞ
れ
大
文
字

の
S
、
0
、
V
と
し
て
、
文
核
内
、
す
な
わ
ち
V
内
で
の
主
語
、
目
的
語

、
動
詞
を
小
文

字
の
s
、

o
、

v
と
す
る
。
(表
3
)

　

マ
ヤ
諸
語
の
語
順
は
圧
倒
的
に
V
O
S
で
あ
る
。
こ
の
語
順
は
世
界
的
に
み
て
珍
し
い
語
順

で
あ
る
。
V
S

O
と
な
る
の
は
、

マ
ム
語
の
周
辺
の
言
語
だ
け
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
は
言
語
変
化
に
よ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

文
核
内
の
語
順
は
か
な
り
変
化
が
み
ら
れ
る
。
し
か
し
、
三
人
称
単
数

の
目
的
語
の
人
称
接
辞
は
な
に
も
い
う

必
要
が
な
い
。
す
な
わ
ち
、
名
詞
で
表
わ
す
場
合
は
、
名
詞
だ
け
で
、
代
名
詞
で
繰
り
返
す
必
要
が
な
い
。
そ

の
場
合
は
、
上
の
式
の

0
が
な
く
な
る
の
で
、
全
部

[
S
V
]
と
な
り
、
共
通
と
な
る
。

　
そ
の
他
の
語
順
は
ど
う
か
と
い
う
と
、
た
と
え
ば
名
詞
と
修
飾
関
係
に
な
る
語

の
語
順
を
と
り
あ
げ
る
と
、

次
の
よ
う
に
な
る
。
例
文
は

ユ
カ
テ
ク
語
を
用
い
た
。

前
置
詞
-
名
詞
　
詠
.
。。g
ヨ
　

「縄
で
」

　
前
置
詞
に
は
こ
の
よ
う
な
独
立
し
た
形
で
現
わ
れ
る
も
の
と
、
所
有
接
辞

(語
)
が
義
務
的

に
つ
く
関
係
名

　
詞
と
呼
ば
れ
る
も

の
が
あ
る
。

　
　
矯
ー
貯
昌
巴

℃
Φ島
o
　

「
ペ
ド

ロ
と
」

　
　
涛
昌
巴
は
関
係
名
詞
で
、

陛
は
三
人
称
所
有
接
辞
で
あ
る
。

P
は
ペ
ド

ロ
を
受
け

て
い
る
。
先
の
例

の
江
、

　

の
場
合
で
も
所
有
人
称
が
つ
い
て
、
↓ぎ
ヨ
2

「私

に
よ

っ
て
」
、
母
ヨ
2

「君

に
よ

っ
て
」
、
ε
ヨ
魯

「
彼

　

(そ
れ
)
に
よ

っ
て
、
そ
の
た
め
に
」
の
よ
う
に
使
わ
れ
る
。
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形

容

詞
ー

名

詞

　

ω
葵

き

犀
.　

「
白

い
服

」
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所

有

詞
-

名

詞

　

⇔

。。
鼻

⊆
.き

　

　
「
君

の
兄

」

名

詞

-
i

名

詞

2

偉

娼
.8
犀
⊥

一
ゲ
轟

ロ
　

「
プ
ア

ン

の
帽

子

」

　

u
は
三

人

称

所

有

接

辞

で
あ

り

、

フ
ア

ン
と

呼

応

し

て

い
る

。

⊥

一
は
所

有

化

の
接

尾

辞

で
あ

る

。

こ

の
よ

　

う

に

「
名

詞

2
の
名

詞

-
」

と
な

る

が

、

必

ず

名

詞

2
に
呼

応

す

る
所

有

人

称

が
名

詞

-
に

つ
く

。

さ

き

に

　

文

核

の
と

こ
ろ

で
み

た

の
と
同

じ

よ

う

に

、

二
重

に
表

わ

さ

れ

て

い
る

。

限

定

詞

ー
名

詞

　
8

≦
凶昌
涛

1
9。
、　

「
こ

の
男

」

　

ユ
カ
テ

ク
語

の
場

合

、
近

称

か
遠

称

か

は
名

詞

の
あ

と

の

i
⇔
、ま

た

は

ー
。
、「

①
、
で
区

別

さ

れ

る

。

　

　

♂

も
o
匠
.l
o
.
「
そ

の
犬

」

　

　

♂

需
評
.1
。
、
「
あ

の
犬

(場
面

に
い
な

い
場
合
)
」

数

詞

-
名

詞

　
ぎ

昌
-
葺
一
三

昌
涛
　

「
一
人

の
男

」

　

↓巳

は
人

に

つ
く
助

数

詞

(数

分
類
詞
)

で
あ

り

、

こ
れ

は

日
本

語

と
よ

く
似

て

い
る

。

ユ
カ

テ

ク
語

の
場

合

　

は

、
数

詞

の
あ

と

に
助
数

詞

が

つ
き

、
名

詞

が

そ

の
あ

と

に
生
起

す

る

。

　

マ
ヤ

の
数

体

系

は

、

二
十
進

法

と

い
う

こ
と

が

で
き

る
が

、

低

地

マ
ヤ
と
高

地

マ
ヤ

で
は

そ

の
形

成

法

が
異

な

る

。
そ

の
違

い
を

古

典

ユ
カ

テ
ク
語

と

ツ

ト

ゥ

ヒ

ル
語

で
示

し

て

み
よ

う

。

(表

4
)

　

二

つ
を

比

べ

る

と

わ

か

る
よ

う

に
、

10
ま

で
ほ

ぼ

同

じ

語

彙

で
あ

る
。

違

い
は

あ

る

が

、

そ

れ

は

、

ユ
カ

テ

ク
語

の
k

や

n
が

ツ
ト

ゥ

ヒ

ル
語

q
と

j

に
対

応

し

て

い
る
よ

う

に

、
同

源

の
語
彙

が
変

化

し

た

た

め

で
あ

る

。
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　　　　ユ カ テ ク語 　 　 　 　 　 　 　 　ツ トゥ ヒル 語

1　　hun　 　　　　　　　　　　　　　　　　ju:n

2　　ka　 　　　　　　　　　　　　　　　　ka'i'

3　 0x　 　　　　 　　　　　 　　　 oxi'

4　　kan　 　　　　　　　　　　　　　　　kaji'

5　　ho　 　　　　　　　　　　　　　　　　jo'o:'

6　 wak　 　 　　　　　 　　　　　 wa:gi:'

7　 wuk　 　　　 　　　 　　 　　　wuqu:'

8　 waxak　 　　 　　　 　　　 　 wajxagi:'

9　　bolon　 　　　　　　　　　　　　　　beleje:'

10　 　1ahun　 　　　　　　　　　　　　　　　laju:j

ll　 buluk　 　　　　　　　　　　　　　　ju-laju:j

12　 1ahka　 　　　　　　　　　　　　　　kab-laju:j

13　 0x-lahun　 　　　　　　　　　　　ox-laju:j

14　 kan-lahun　 　　　　　　　　　　　kaj-laju:j

15　 ho-lahun　 　　　　　　　　　　　　jo'-laju:j

16　 wak-lahun　 　　 　　 　　　 waq-laju:j

17　 wuk-lahun　 　 　　 　　 　 　 wuq-lajuj

18　 waxak-lahun　 　　　　 　　 waj　xaq-lajuj

lJ　 bolon-lahun　 　　　　　　　　　　belej-lajuj

20　 hun-k'al　 　　　　 　　　　　 ju-winaq

21　 hun-to-k'al　 　　 　　　 　　 ju・winaq-ju:n

22　 ka-to-k'al　 　 　　 　　　 　 ju-winaq-ka'i'

30　 1ahu-ka-k'al　 　　 　　 　　 ju-winaq-laju:j

31　 buluk-to-k'al　 　　　　　 　 ju-winaq-ju'-laju:j

40　 ka-k'al　 　　　　　 　　　　 ka'-winaq

41　 hun-tu-y-ox-k'al　 　　　　 ka'-winaq-ju:n

(j=[X],X=[§])

　　　表4　 ユ カ テ ク語 と ツ トゥヒル語 の 数 字 の比 較
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と
こ
ろ
が
、
11
と
12
で
は
、
両
者
は
異
な
る
形
成
法
で
あ
る
。

ユ
カ
テ
ク
語

で
は
特
別
な
形

で
あ
る
の
に
対
し
、

ツ
ト
ゥ
ヒ
ル
語
で
は
、
1
+
10
、
2
+
10
の
よ
う
に
、
十
進
法
的
な
数
え
方
を
す
る
。
13
以
降
19
ま
で
は
、
両

者
と
も
3
+
10
、
4
+
10
の
よ
う
な
同
じ
形
成
法
で
あ
る
。

　
11
、
12
に
お
け
る
形
成
法
の
違
い
は
興
味
深
い
。

マ
ヤ
文
字
資
料

の
な
か
に
、
数
字
は
数
多
く
生
起
す
る
が
、

数
字
の
文
字
は
、
ふ
つ
う
点
と
棒

で
表
わ
す
方
法
と
、
頭
文
字
で
表
わ
す
方
法
が
あ
る
。
点

と
棒
で
表
わ
す
方

法
で
あ
る
と
、
点
は
ー
、
棒
は
5
を
表
わ
す

の
で
、
11
は

一
つ
の
点
に
二
本

の
棒
で
表
わ
さ
れ
る
。
こ
れ
に
対

し
て
、
頭
文
字
で
表
わ
さ
れ
た
数
字
を
み
る
と
、
11
と
12
は
特
別
な
形
を
し
て
い
る
の
に
対

し
、
13
以
降
は
、

顎
が
骨
に
な

っ
た
10
の
特
徴
に
、
3
、
4
な
ど

の
特
徴
が
結
び

つ
い
て
で
き

て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
マ
ヤ

文
字
の
言
語
は
、
高
地

マ
ヤ
で
は
な
く
、
低
地

マ
ヤ
の
言
語
で
あ

っ
た
と
推
測
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
13
以
降
は
低
地

マ
ヤ
、
高
地

マ
ヤ
と
も
同
じ
形
成
法
で
あ
る
が
、
20
以
降
は
著
し
く
異
な

る
。

ユ
カ
テ
ク
語

で
は
、
21
は
40
に
む
か

っ
て
ー
、
22
は
40
に
む
か

っ
て
2
の
ご
と
く
数
え
る
の
に
対
し
、
ツ
ト
ゥ
ヒ
ル
語
で
は
、

20
+
1
、
20
+
2
と
い
う
形
成
法
で
あ
り
、
低
地

マ
ヤ
と
高
地

マ
ヤ
は
大
き
く
異
な
る
。
前
者
を
上
位
起
算
法
、

後
者
を
下
位
起
算
法
と
呼
ぶ
こ
と
に
す
る
と
、
前
章
で
み
た
八
ア
ハ
ウ

・
カ
ト
ゥ
ン
な
ど
の
数
え
方
は
、
上
位

起
算
的
な
呼
び
方
で
あ
り
、
数
字

の
体
系
と
暦

の
体
系
に
同
じ
よ
う
な
も
の
の
見
方
が
あ

っ
た
こ
と
が
わ
か
る

で
あ
ろ
う
。

　
類
型
論
の
話
か
ら
横
道

に
そ
れ
て
数
字

の
話
に
な

っ
た
が
、
類
型
論
的
に
い
う
と
、
マ
ヤ
諸
語
は
、
前
置
詞

言
語
の
動
詞
前
置
言
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
、
ま
た
修
飾
語
が
被
修
飾
語
の
ま
え
に
く
る
言
語
と
い
う
こ
と
が

56



第二章　過去への糸口

x-at-in-sak'(根 他 動 詞)

x・at-in-ch'iila(派 生 他 動 詞)

x-at-sak'-e'(in-baan)

x-at-ch'iila-ak　 (in　 baan)

x-at-bis-ok

x-in-ch'iila-n

x-at-yok'-ok　 si'

「私 は君を叩いた」

「私 は君を叱った」

「君は(私に)叩かれた」

「君 は(私に)叱られた」

「君 は計った」

「私 は叱られた」

「君はたき木を切った」

平叙文

平叙文

受身文

受身文

逆受身文

逆受身文

合体逆受身文

(目 的 語 になるsi'は 非 限 定 の 名 詞 に限 られ る。動 詞 との 結 合 が 強 いとこ

ろか ら合 体 逆 受 身 文 という)

laa'at　 x-at-sak'-ok　 w-e　 　 　 「君 が私 を叱 った」　 　 焦 点 逆受 身 文

r私 を」に当たる部 分 は斜 格w -eで表 わされている。laa'atは独 立 人称 の 「君 」。

ani　x-sak'-ok　 aw-e　 　 　 　 　 「だ れが 君を叩 いた」　 焦 点逆 受 身 文

「君 を」に当たる部分 は斜 格aw -eで 表 わされ ている。

li　winq　 li　x-kamsi-n　 r-e…　 　 「彼 を殺 したその入ば ・・」 焦 点逆 受 身 文

「彼 を」に当 たる部 分 は斜 格r-eで 表 わされ ている。liは限 定 詞 。

　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 表5逆 受 身 文 の例

で
き
る
。
例
外
は
名
詞
が
二
つ
あ
る
場
合

の
い
わ
ゆ
る

属
格
関
係
の
場
合
で
あ
り
、
そ
の
場
合
は
う
し
ろ
の
名

詞
が
前
の
名
詞
を
修
飾
す
る
。

　

マ
ヤ
諸
語
の
特
徴
と
し
て
は
、
ほ
か
に
も
い
く
つ
か

挙
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
と
え
ば
、

マ
ヤ
諸
語
は
能

格
言
語
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
。
能
格
言
語
と
は
、
自

動
詞
の
主
語
と
他
動
詞
の
目
的
語
が
同
じ
取
り
扱
い
を

受
け
る
言
語
を
い
う
。
こ
の
種

の
言
語
は
、
オ
ー
ス
ト

ラ
リ
ア
や
チ
ベ
ッ
ト
、

コ
ー
カ
サ
ス
な
ど
、
世
界
的
に

み
ら
れ
、
そ
ん
な
に
珍
し
い
も
の
と
は
言
え
な

い
か
も

し
れ
な
い
が
、
我
々
に
と

っ
て
は
、
理
解
し
難
い

一
面

を
も

っ
て
い
る
。
た
と
え
ば
、
能
格
言
語

の
特
徴
の

一

つ
に
、
逆
受
身
形
と
い
わ
れ
る
も
の
が
あ
る
が
、
こ
れ

な
ど
、
頭
が
こ
ん
が
ら
か
り
そ
う
で
あ
る
。
受
身
形
は
、

能
動
態
の
目
的
語
を
主
語
に
す
る
場
合
に
で
き
る
文
を

い
う
が
、
逆
受
身
形
は
、
能
動
態

の
主
語

の
役
目
を
そ

の
ま
ま
に
、
動
詞
を
自
動
詞
化
す
る
。
受
身
と
ち
ょ
う
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一人称

二人称

三入称

B人 称 前 置 形B人 称 後 置 形

単 数 複 数 　 　単数 複 数

　in-　　 o-　　　　 -in　　　-o

　at-　　ex-　　　　-at　　-ex

　 #-　 e(b)一　　　 一#　　　-eb

A人 称

　 　 　 　 単 数 　 　 複 数

一 人 称 　 in-/W-　 qa・/q一

二 人 称aa-/aaw-ee-/eeb

三 人 称 　 X-/r-　 x-/r-…-eb

「私 の犬」

「彼 の弟(妹)」

「君 は行 った」

「彼 は君 を呼 んだ」

「君 は私 を呼 んだ」

「あなたは女 性 です」(ケ クチ語)

in-tz'i

r-iitz'in

x-at-be

x-at-x-boq

x-in-as-boq

ixq-at

表6　 ケクチ語の人称標識 と例文

ど
逆

の
よ
う
な
手
続
き
と
な
る
と
こ
ろ
か
ら
、
逆
受
身

形
と
い
う
変
な
名
が
つ
い
た
も
の
で
あ
る
。
ケ
ク
チ
語

の
例
か
ら
拾

っ
て
み
よ
う
。
例
文

で
あ
げ
た
子
音
終
わ

り

の
単
音
節

の
根
他
動
詞
と
、
母
音
終
わ
り

の
多
音
節

の
派
生
他
動
詞
で
は
、
後

に
つ
く
接
尾
辞
に
違

い
が
み

ら
れ
る
。

　

マ
ヤ
諸
語

で
は
、
自
動
詞
の
主
語

を
表
わ
す
接
辞
と

他
動
詞
の
目
的
語
を
表
わ
す
接
辞
が
同
じ
で
、
他
動
詞

の
主
語
を
表
わ
す
接
辞
と
所
有
を
表

わ
す
接
辞
が
同
じ

に
な
る
。
人
称
接
辞

に
お
い
て
能
格
性
が
み
ら
れ
る
の

で
あ
る
。

マ
ヤ
語
学

で
は
、
後
者
を

A
人
称
接
辞

(能

格
)、
前
者
を
B
人
称
接
辞

(絶
対
格
)
と
呼
ん
で
い
る
。

こ
の
例
に
倣

っ
て
ケ
ク
チ
語
で
そ
れ
を
示
す
と
、
表

6

の
よ
う
に
な
る
。
な
お
所
有
人
称
は
、
そ
れ
が
つ
く
語

が
子
音
で
は
じ
ま
る
か
母
音
で
は
じ
ま
る
か
で
、
違

っ

た
形

(形
態
素
)
を
と
る
。
/

の
前

に
あ
る
形
は
、
子

音
初
頭
幹
、
/

の
あ
と
に
あ
る
形
は
母
音
初
頭
幹
に
つ
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他 動 詞

[ユ カ テク語]t・in　 kiims・ik-ech

　 　 　 　 　 　 t-in　kiims-ah-ech

[キチ ェ語]　 k-at-in-tzuku・uj

　 　 　 　 　 　 x-at-ki・ioq'〇-oj

自動 詞

[ユ カテク語 」tan　 in　em-el

　 　 　 　 　 　 tan　in　em-el　kachi

　 　 　 　 　 　 em-en

[チョル語]

[キチェ語]

ch十nkol　 k　mahl-el

ti　mahl-iy-on

k-in　 biin-ik

x-ee　 kam-ik

「私 は君 を殺す」(不完全相)

「私 は君 を殺 した」(完全相)

「私 は君 を探す」(不完全相)

「彼 らは君を愛 した」(完全相)

「私は降 りつつある」(不完 全相)

「私 は降りつつあづえこ1(不完全相過去)

「私 は降 りた」(完全相)

「私は行く、行きつつある」(不完全相)
「私 は行った」(完全相)

「私 は歩く」(不完 全相)

「彼 らは死 んだ」(完全相)

表7　完全相 と不完全相の例文

く
。
B
人
称
は
、
ケ
ク
チ
語

の
場
合

は
前
置
形
と
後
置

形
が
あ
る
が
、
前
置
形
だ
け
の
言
語

(た
と
え
ば
キ
チ

ェ
語
)
や
後
置
形
だ
け
の
言
語

(た
と
え
ば
ユ
カ
テ
ク
語
)

も
あ
る
。

　

マ
ヤ
諸
語
は
、
動
作
が
終
わ
っ
た

か
、
ま
だ
終
わ

っ

て
い
な
い
か
に
重
き
を
置
く
言
語
で
あ
る
の
で
、
時
制

で
は
な
く
、
相
を
表
わ
す
言
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
者
を
完
全
相
、
後
者
を
不
完
全
相

と
い
う
こ
と
に
す

る
。
そ
の
区
別
を
す
る
形
態
素
は
、
言
語
に
よ
り
、
か

な
り
違
い
を
み
せ
る
。
た
と
え
ば
、

ユ
カ
テ
ク
語
の
他

動
詞
の
場
合
だ
と
、
ー
津
＼

1
聾
と

い
う
違
い
に
な

っ

て
あ
ら
わ
れ
る
が
、
高
地

マ
ヤ
の
キ
チ

ェ
語
の
場
合
だ

と
、
犀
ー
＼
×
1
と
い
う
接
頭
辞

で
表

わ
さ
れ
る
。
自

動
詞

の
場
合
は
、

ユ
カ
テ
ク

・
グ
ル
ー
プ
や
チ
ョ
ル

・

グ

ル
ー
プ
で
は
、
人
称
接
辞
の
違

い
と
な
る
。
完
全
相

の
場
合
は
B
接
辞
、
不
完
全
相
の
場
合
は
A
接
辞
を
と

る
。
こ
れ
を
分
裂
能
格
と
い
う
が
、

こ
の
場
合
、
相
の
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違
い
に
よ

っ
て
、
そ
れ
が
起
こ
る
言
語
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
高
地

マ
ヤ
諸
語
は
能
格
言
語

で
あ
り
、
自
動

詞
の
主
語
と
な
る
の
は
B
接
辞
だ
け
で
あ
る
。
こ
う

い
う
と
こ
ろ
に
も
、
低
地
と
高
地
の
違

い
が
み
ら
れ
る
。

　

マ
ヤ
の
言
語
学
は
あ
ま
り
紹
介
さ
れ
る
こ
と
が
な
い
が
、
考
古
学
と
同
じ
よ
う
に
、
過
去

の
文
化
を
再
構
成

で
き
る
分
野

の
一
つ
で
あ
る
。
言
語
の
分
布
だ
け
で
も
、
い
ろ
い
ろ

マ
ヤ
文
明
の
理
解

に
役
立
つ
こ
と
が
推
定

で
き
る
の
で
あ
る
が
、
比
較
言
語
学
の
成
果
を
利
用
し
て
、
ま
だ
十
分
と
は
言
え
な
い
も
の
の
、
い
つ
ご
ろ
ど

ん
な
言
語
が
話
さ
れ
て
い
た
か
再
構
成
で
き
る
し
、
ま
た
言
語
の
変
化
を
た
よ
り
に
、
歴
史

の
再
構
成
に
少
な

か
ら
ず
貢
献
で
き
る
の
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
『
ポ
ポ
ル

・
ウ

フ
』
に
は
、
キ
チ

ェ
族
ら
が
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地

に
や

っ
て
来
た
と
き
に
は
、
す
で
に
先
住
民
が
い
た
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
高
地
諸
語
の
違

い
を
み
る
と
、

そ
の
人
た
ち
は
、
キ
チ
ェ
族
ら
の
高
地
東
グ
ル
ー
プ
と
は
異
な
る
型
を
も

っ
て
い
た

マ
ム
族

の
よ
う
な
人
々
で

は
な
か

っ
た
か
と
推
定
で
き
る
。
彼
ら
が
グ
ア
テ
マ
ラ
高
地
に
や

っ
て
来
た
の
は
、
最
近
の
研
究
で
は
十
三
世

紀
頃
で
、
メ
キ
シ
コ
湾
岸

の
タ
バ
ス
コ
州
あ
た
り
か
ら
と
推
定
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
た
り
に
は
ナ
ワ
族

の

一

派
が
い
た
と
さ
れ
て
い
る
が
、
そ

の
人
た
ち
は
ナ
ワ
ト
ル
人
で
は
な
く
、
d
が
t
に
替
わ

っ
た
ナ
ワ
ッ
ト
人
で

あ

っ
た
こ
と
が
、
現
在

の
方
言
の
研
究
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
キ
チ

ェ
・
マ
ヤ
人
や

ユ
カ
テ
ク

・
マ
ヤ
人
が
借

用
し
た
語
彙
か
ら
わ
か
る
。
た
と
え
ば
有
名
な
ケ

ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
は
、
ケ

ツ
ァ
ル
ク
ア
ト
と
記
さ
れ
て
い
る
。

そ
う
す
る
と
、
ラ
ン
ダ
は
ケ
ツ
ァ
ル
コ
ア
ト
ル
が
イ

ッ
ァ
族
よ
り
以
前
に
来
た
の
か
、
そ
の
後

で
あ

っ
た
か
、

あ
る
い
は

一
緒

に
来
た
の
か
は
わ
か
ら
な

い
と
し
て
い
る
が
、
そ
う
し
た
伝
承
の
解
明
に
も
手
掛
か
り
が
得
ら

れ
る
の
で
あ
る
。
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そ
れ
ぞ
れ
の
言
語

の
構
造
と

マ
ヤ
文
字

の
構
造
と
の
比
較
か
ら
、
そ
の
言
語
を
話
す
部
族

の
、

マ
ヤ
文
明
に

お
け
る
貢
献

の
度
合

い
を
知
る
こ
と
も
で
き
る
。
た
と
え
ば
、
数
字

の
構
成
法
や
語
順
な
ど
か
ら
、
低
地
言
語

は
、
高
地
言
語
に
く
ら
べ
て
貢
献
度
が
高

い
。
高
地
言
語

の
な
か
で
も
、
イ
シ
ル
語
は
、
文
核
内
で
、
低
地

マ

ヤ
諸
語
と
同
じ
よ
う
な
構
造
を
と
る
の
で
、
特
に
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
な
ど

の
知
見
が
得
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
う
す
る
と
、
た
と
え
ば
イ
シ
ル
族

の
伝
え
る
も
の
は
、
他
よ
り
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
と
い

う
目
安
が
つ
く
。

第二章　過去への糸口

61


