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暦
を
も
つ
石
碑
の
出
現

　

マ
ヤ
の
古
典
期
は
、
普
通
、
イ
ニ
シ
ャ
ル
・
シ
リ
ー
ズ
と
呼
ば
れ
る
暦
を
も

つ
石
碑
の
出
現
か
ら
始
ま
る
と

み
な
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
ま
で
見

つ
か

っ
て
い
る
も

っ
と
も
古
い
日
付
を
も

つ
石
碑
は
、
西
暦
で
二
九
二
年
の

日
を
刻
む
テ
ィ
カ
ル
の
石
碑
二
九
号
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
そ
の
と
き
か
ら
古
典
期
が
始
ま
る
と
い
え
る
わ
け

で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
文
字
は
、
わ
ず
か
五
文
字
し
か
残

っ
て
い
な
い
が
、
す
で
に

発
達
し
た
形
態
を
示
し
て
い
た
。
こ
の
よ
う
な
文
字
は
、
か
な
り
以
前
か
ら
文
字
を
使
用
し

て
い
な
け
れ
ば
記

せ
な

い
。
す
で
に
み
た
よ
う
に
、
紀
元
前
後
か
ら
、

マ
ヤ
文
字
の
先
駆
と
な
る
も
の
は
、

マ
ヤ
地
域

の
周
辺
に

あ
り
、
ま
た
出
所
不
明
で
あ
り
な
が
ら
、

マ
ヤ
文
字
の
原
形
と
み
な
せ
る
も
の
も
た
く
さ
ん
あ

っ
た
。
特
に
、

グ
ア
テ
マ
ラ
太
平
洋
岸
の
ア
バ
フ

・
タ
カ
リ

ッ
ク
で
、
最
近
見
つ
か

っ
た
記
念
碑

一
一
号
な
ど
を
み
る
と
、
ペ

テ
ン
の
も
の
だ
と
い
っ
て
も
通
用
す
る
ほ
ど
、
初
期
の
マ
ヤ
文
字
に
似

て
お
り
、
そ
う
し
た

マ
ヤ
周
辺
地
域
か

ら
の
刺
激
の
も
と
に
、

マ
ヤ
文
字
は
生
み
出
さ
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ヤ
の
中
心
と
み
な

さ
れ
て
い
る
テ
ィ

カ
ル
で
さ
え
、
西
暦
前
に
は
す
で
に
石
彫
り
の
伝
統
が
始
ま

っ
て
お
り
、
キ
ミ
期

(
一
五
〇
年
～
二
五
〇
年
)
に

は
、
石
碑
の
破
片
と
思
わ
れ
る
石
彫
り
が
あ
る
。
さ
ら
に
紀
元
前
後

の
墓

の
壁
画
に
は
、
絵

の

一
部
と
し
て
、

文
字
ら
し
き
も
の
が
描
か
れ
て
い
る
。
な
か
に
は
、
以
後
文
字
と
し
て
使
わ
れ
る
も

の
も
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
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た
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、
少
な
く
と
も
二
五
〇
年
頃
に
は
、
古
典
期
が
始
ま

っ
て
い
た
と
み
な
す
こ
と
に
問
題

は
な

い
。
古
典
期

の
始
ま
り
を
さ
ら
に
紀
元
前
後
か
ら

一
〇
〇
年
位
ま
で
に
さ
か
の
ぼ
ら
せ
る
と
、
メ
キ
シ
コ

高
原
や
オ
ア

バ
カ
盆
地

の
編
年

の
古
典
期
に
あ
た
る
時
代
と

一
致
し
て
き
て
、
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
全
体

で
は
す

っ

き
り
す
る
、
と
思
う

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
ま
で
は
ま
だ
検
討
さ
れ
て
い
な
い
。

　

マ
ヤ
文
字
は
ペ
テ
ン
の
中
央
部
で
見

つ
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
以
後

一
五
〇
年
あ
ま
り
の
問
は
、
テ
ィ
カ
ル

や
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
を
中
心
と
す
る
ご
く
限
ら
れ
た
範
囲
内
で
し
か
使
わ
れ
な
か

っ
た
。
し
か
し
五
世
紀

の
半

ば
す
ぎ
に
は
、
南
東
部
の
キ
リ
グ
ア
や

コ
パ
ン
、
ウ
ス
マ
シ
ン
タ
川
流
域

の
ピ
エ
ド
ラ
ス
・
ネ
グ
ラ
ス
や
ヤ
シ

ュ
チ
ラ
ン
、
北
は
オ
シ

ュ
キ
ン
ト
ッ
ク
と
、
ほ
ぼ

マ
ヤ
地
域
を
お
お
う
範
囲
に
文
字
は
広
が

っ
た
。
そ
し
て
古

典
期
前
期
の
終
わ
る
六
〇
〇
年
頃
ま
で
に
は
、
五
〇
ヵ
所
あ
ま
り
の
場
所

で
文
字
が
用

い
ら

れ
る
よ
う
に
な
る
。

　
古
曲
ハ期
前
期
は
、
ツ
ァ
コ
ル
期
と
も
い
う
。
こ
れ
は
最
初

に
土
器
の
編
年
が
確
立
し
た
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
の

時
代
区
分
に
従

っ
た
呼
び
名
で
あ
る
。

　
こ
の
時
代
の
特
徴
と
な
る
土
器
は
、
ペ
テ
ン
光
沢
土
器

(9
。・・ω《)
と
い
わ
れ
る
も
の
で
、
表
面
が
輝

い
て

い
る
。
そ
の
な
か
で
オ
レ
ン
ジ
色
土
器
は
ア
ギ
ラ

・
グ
ル
ー
プ
と
呼
ば
れ
、
黒
色
土
器
は
バ
ラ
ン
サ

・
グ
ル
ー

プ
と
呼
ば
れ
て
い
る
。
多
色
土
器
の
代
表
は
ド
ス

・
ア
ロ
ヨ
ス
で
、
幾
何
的
な
紋
様
が
特
徴

で
あ
る
。
人
物
や

動
物
も
描
か
れ
る
が
、
硬
い
感
じ
で
、
デ
フ
ォ
ル
メ
さ
れ
て
い
る
場
合
が
多

い
。
器
底
に
は
リ

ン
グ
状
に
な

っ

た
高
台
が
あ
り
、
器
壁
に
は
鍔
が
出
て
い
る
。

　
こ
の
時
代
は
伝
統
的
に
は
三
つ
に
分
け
ら
れ
る
。
ツ
ァ
コ
ル
ー
期

(二
五
〇
年
～
三
五
〇
年
)
は
、
器
壁
が
Z
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型

の
器

、
首

の
長

い
壼

、
赤

か

オ

レ

ン
ジ

の
単
色

土

器

が
特

徴

で
あ

る

。

ツ

ァ

コ
ル
H

期

(
三
五

〇
年

～
四
五
〇

年
)

は
赤

、
黒

、
灰

色

が

オ

レ

ン
ジ

の
器

壁

の

う

え

に
施

さ

れ

た

多
色

土

器

が
特

徴

と

な

る

。

ク
リ

ー

ム
色

も

重

要

に
な

る

。

三

脚

ま

た

は

四

脚

の
脚

が

つ
き

、
鍔

付

き

の
土

器

が
主

流

で

あ

る

。

ツ

ァ

コ
ル
皿

期

(
四
五
〇

年

～
五
五
〇
年
)

は

、

オ

レ

ン
ジ

ま

た

は

ク
リ

ー

ム

の
下

地

に

、
赤

、

黒

、

灰

色

が
施

さ

れ

た

土

器

が

主

と

な

る

が

、
装

飾

は

、
型

押

し

や
面

取

り

技

法

や

、
漆

喰

を

塗

っ
た
も

の
が
現

わ

れ

る

。
薄

手

の
オ

レ

ン
ジ

土

器

も

出

現

す

る

。

　

ワ

シ

ャ
ク

ト

ゥ

ン
で

は
三

区

分

さ

れ

て

い
る

が

、
実

際

に

は

、
土

器

の
変

化

は
緩

く

、
三

期

を

区

分

す

る

の

は

難

し

い
。

ま

た

区

分

は
遺

跡

に
よ

り

異

な

る

。

し
か

し

は

っ
き

り

区

別

で
き

る

の

は

、
H

期

と

皿

期

で
あ

り

、

そ

れ

は

メ
キ

シ

三

口同
原

の
大

都

市

テ

オ

テ

ィ

ワ

カ

ン
の
影

響

を

示

す

筒

形

三

脚

土

器

が
現

わ

れ

る

こ
と

で
区

分

で
き

る
。

　

テ

ィ

カ

ル
で

こ

の
時

代

に
当

た

る

の

は
、

マ

ニ

ッ
ク
期

と

名

づ

け

ら

れ

て

い
る
。

そ

の
開

始

は

ワ

シ

ャ
ク

ト

ゥ

ン

(
二
七
八
年

嚇
マ
ヤ
暦

で
八

・
=

丁

○

・
○

・
○
)
よ

り

少

し
早

く

、

二

五

〇
年

頃

と

さ

れ

て

い
る

(1
期

二

五
〇
年
～
三

〇
〇
年
)
。

テ

オ

テ

ィ

ワ

カ

ン
の
影

響

が

現

わ

れ

る

皿
期

は

、

さ

ら

に

二
分

さ

れ

、

マ
ニ

ッ
ク

皿

a

(三
九
〇
年
～

四
九
〇
年
)
と

マ

ニ

ッ
ク

皿
b

(
四
九
〇
年
～
五
五
〇
年
)

と

さ

れ

て

い
る

。

し

か

し

な

が

ら

、

最

近

テ
オ

テ

ィ

ワ

カ

ン
の
も

の
と

非

常

に
よ

く

似

た

、

球

戯

の
標

柱

と

呼

ば

れ

る

記

念

碑

の
発

見

に
よ

り

、

テ

オ

テ

ィ

ワ

カ

ン
の
影

響

は

、

も

う

少

し
早

く

か

ら

現

わ

れ

る

こ
と

が

わ

か

っ
た

。

そ

こ

で

こ

こ

で
は

マ

ニ

ッ
ク

皿

の
始

ま

り

を

三

七

〇
年

と

す

る

こ

と

に

し

、

皿

a
の
終

わ

り

は

、

「
嵐

の
空

」

王

が

死

ん

だ

少

し
後

の
四

六

〇
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年
と
し
て
お
き
た

い
。
そ
れ
以
後
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
の
影
響
は
急
速
に
弱
ま
る
の
で
あ
る
。

　
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ
ン
の
影
響
は
、
二
世
紀
の
中
頃
に
は
、
す
で
に
ベ
リ
ー
ズ
北
部
の
ア
ル
ト

ゥ
ン
・
ハ
で
み
ら

れ
る
と
い
う
。
そ

の
年
代
設
定
に
疑
問
を
抱
く
人
が
い
る
け
れ
ど
、
そ
の
頃
ま
た
は
も
う
少
し
後
に
は
、
も
う

メ
キ
シ
コ
高
原
と
の
交
流
は
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。
そ
し
て
三
七
八
年
に
は
、
テ
ィ
カ
ル
の
北
の
ワ
シ
ャ
ク
ト

ゥ
ン
で
、
メ
キ
シ
コ
の
武
器
と
考
え
ら
れ
る
ア
ト
ラ
ト
ル

(や
り
投
げ
器
)
を
も

っ
た

マ
ヤ
的
で
な
い
人
物
を

描

い
た
碑
が
建
て
ら
れ
て
い
る
。
し
か
し
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ

ン
の
影
響
は
、
特

に
テ
ィ
カ
ル
で
著
し
い
。
テ
ィ
カ

ル
で
は
、
さ
き
に
触
れ
た
記
念
碑

の
最
初
の
日
付
は
三
七
八
年
で
あ
る
。
「煙

の
上
向
き
カ

エ
ル
」
王
と
あ
だ

名
さ
れ
て
い
る
王
が
建
立
し
た
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
か
ら
テ
オ
テ
ィ
ワ
カ

ン
と
密
接
に
関
係

を
も

っ
た

「巻
き

鼻
」
と
あ
だ
名
さ
れ
た
王
が
即
位
し
、
そ
し
て
四
二
六
年
頃
に
は
、
「嵐

の
空
」
王
が
テ
ィ
カ
ル
の
支
配
者
と

し
て
即
位
す
る
。
彼
は

マ
ヤ
と
メ
キ
シ
コ
の
融
合
を
試
み
た
王
で
、
前
期
で
も

っ
と
も
傑
出
し
た
王
と
考
え
ら

れ
て
い
る
。
し
か
し
彼
の
墓
は
、
「巻
き
鼻
」
王
の
墓
と
異
な
り
、
メ
キ
シ

コ
か
ら
の
輸
入
物
は
ほ
と
ん
ど
な

く
、
伝
統
的
な
も
の
に
戻

っ
て
お
り
、
そ
の

「
嵐
の
空
」
王
が
死
ん
だ
四
五
五
年
頃
に
は
、
メ
キ
シ
コ
の
影
響

は
弱
ま

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

マ
ヤ
文
字
を
碑
に
刻
む
習
慣
が
広
ま
る
の
は
、
ち
ょ
う
ど
そ

の
時
期
で
あ
り
、

マ
ヤ
文
字
の
拡
大
は
、
テ
ィ
カ
ル
に
お
け
る
メ
キ
シ
コ
の
影
響
の
弱
ま
り
と
な
ん
ら
か
の
関
係
が
あ
る
に
違

い

な

い
。

　
テ
ィ
カ
ル
は
そ
の
後
衰
退
に
向
か
う
。
そ
れ
は
メ
キ
シ
コ
か
ら
の
影
響
の
弱
ま
り
に
符
合

し
て
い
る
。
だ
が

最
近
、
カ
ラ
コ
ル
の
発
掘
か
ら
、
カ
ラ
コ
ル
が
テ
ィ
カ
ル
を
征
服
し
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
記
録
を
残
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し
た
祭
壇
が
発
見
さ
れ
た
。
古
典
期
後
期
に
入

っ
た
七
世
紀
末
ま
で
の
テ
ィ
カ
ル
の
衰
退
は
、
そ
れ
が
原
因
の

可
能
性
が
出

て
き
た
の
で
あ
る
。
古
典
期
後
期
に
な

っ
て
テ
ィ
カ
ル
は
ふ
た
た
び
栄
え
始
め
る
が
、
と
き
を
同

じ
く
し
て
、
今
度
は
カ
ラ

コ
ル
が
衰
退
す
る
の
で
あ
る
。

　

カ
ラ
コ
ル
は
、
ベ
リ
ー
ズ

の
西
部
に
あ
る
マ
ヤ
山
脈

一
帯
の
中
心
地
で
あ
る
。

マ
ヤ
山
脈

は
、
生
活
に
必
需

の
メ
タ
テ

(平
う
す
)
と
マ
ノ

(こ
ね
棒
)
の
産
地
で
あ
る
。
そ
の
支
配
は
、
材
料

の
な

い
ペ
テ
ン
中
央
部
に
と

っ
て
重
要
で
あ
る
。
カ
ラ
コ
ル
と
テ
ィ
カ
ル
の
盛
衰
は
、
密
接
に
関
係
し
て
い
る
よ
う
に
思

わ
れ
る
。

　

セ
イ
バ
ル
で
は
フ
ン
コ
と
い
わ
れ
る
時
代
で
あ
る
が
、
資
料
が
少
な
く
、
細
分
さ
れ
て
い
な

い
。
ア
ル
タ

ル

・
デ

・
サ
ク
リ

フ
ィ
シ
オ
ス
で
は
、
ア
イ

ン
と
よ
ば
れ
る
時
代
で
、
原
古
典
期
の
サ
リ
ナ

ス
か
ら
の
連
続
性

が
強
い
。
初
期
の
も
の
は
器
壁
が
Z
型
の
鉢
が
主
流
で
あ
り
、
鍔
が
な
い
。
原
古
典
期

の
特
徴

で
あ
る
乳
房
型

の
足
が
つ
い
て
い
る
。
後
期
に
は
多
色
土
器
が
現
わ
れ
、
四
角

の
脚
の
つ
い
た
筒
型
土
器
も
出
現
す
る
。
こ
の

時
代
は
べ
レ
モ
ス
と
し
て
区
別
さ
れ
て
い
る
。
ペ
テ
ン
中
央
部
と
の
関
係
が
強
く
な

っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

　

ベ
カ

ン
で
は
、
活
動

の
停
滞
し
た
時
期

の
チ
ャ
ク
シ
ッ
ク

(二
五
〇
年
～
四
五
〇
年
)
と
、
異
国
の
要
素
が
現

わ
れ
拡
大
し
た
時
代
の
サ
ブ
カ
ン

(四
五
〇
年
～
六
〇
〇
年
)
に
当
た
る
。
エ
ッ
ナ
で
は
、
ポ
デ
ー
レ
ス
と
い
わ

れ
る
時
期
で
、
活
動

の
停
滞
し
た
時
期
で
あ
り
、
下
位
区
分
さ
れ
な

い
。

　

ベ
リ
ー
ズ
の
バ
ル
ト

ン
・
ラ
ミ
ー
は
エ
ル
ミ
タ

へ
と
呼
ば
れ
る
ペ
テ
ン
と
の
関
係
の
深
い
時
代
で
あ
る
が
、

下
位
区
分
は
さ
れ
て
い
な
い
。
初
期
は
原
古
典
期

の
フ
ロ
ー
ラ
ル
・
パ
ー
ク
式
の
土
器
が
混
じ

っ
て
い
る
。

　
六
世
紀

の
中
葉
に
な
る
と
、

マ
ヤ
は
全
体
的
に
活
動
が
に
ぶ
る
と
い
わ
れ
て
き
た
。

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊

の
り
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ハ
ー
サ
ル
だ
と
い
う
意
見
さ
え
あ
る
。
確
か
に
、
石
碑
は
中
央
部
で
は
ほ
と
ん
ど
建
て
ら
れ
な
く
な
る
し
、
建

築
活
動
も
不
活
発
と
な
る
。
土
器
の
様
式
も
変
わ
り
、
模
様
も
幾
何
的
な
も
の
か
ら
、
写
実
的
に
な

っ
て
く
る
。

し
か
し
、
衰
退
の
み
ら
れ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
衰
退
は
、

マ
ヤ
全
体

で
は
な

く
、
中
央
部
で
起

こ
っ
た
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。

第四章　燗熟の時代一 古典期

　
古
典
期
後
期

　
古
典
期
後
期
は
い
よ

い
よ

マ
ヤ
文
明
の
最
盛
期
で
あ
る
。
ま
ず
人
口
が
前
期
に
比
べ
て
増

え
る
。
た
と
え
ば

テ
ィ
カ
ル
で
は
二
倍
以
上
に
な
る
。
そ
れ
に
と
も
な
い
建
築
活
動
や
土
器
生
産
が
活
発
と
な
る
。
あ

い
か
わ
ら

ず
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
ー1
神
殿
は
建
て
ら
れ
る
が
、
宮
殿
と
名
づ
け
ら
れ
て
い
る
、
い
く
つ
か
の
入

り
口
と
部
屋
を
も

っ
た
建
物
が
増
え
て
く
る
。
こ
の
宮
殿
様
式
は
、
す
で
に
形
成
期
後
期
の
エ
ル

・
ミ
ラ
ド
ー
ル
に
み
ら
れ
、
新

し
い
建
築
様
式
で
は
な

い
が
、
こ
の
時
代
に
顕
著
に
な

っ
て
く
る
。

　
神
殿
タ
イ
プ

の
建
物
よ
り
宮
殿
タ
イ
プ
の
建
物
が
増
え
て
き
て
、
支
配
階
級
が
増
え
て
い

っ
た
こ
と
が
う
か

が
え
る
も

っ
と
も
よ
い
例
は
、
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
の
建
物
A
1
5
で
あ
る
。
古
典
期
前
期
に
、
ま
ず
人
工
的

に

こ
し
ら
え
た
基
壇
の
う
え
の
東
、
北
、
西
の
三
方
に
、
三
つ
の
神
殿
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
建

て
ら
れ
た
。
ま
だ
建

て

ら
れ
て
い
な

い
南
面

の
真
ん
中
に
小
さ
な
神
殿
が
建
て
ら
れ
、
や
が
て
そ
の
両
脇
に
も
増
や
さ
れ
、
三
つ
に
な

っ
た
。
後
期
に
は
い
る
と
、
建
築
プ
ラ
ン
や
技
術
に
変
化
が
起
こ
り
は
じ
め
る
。
ま
ず
南
面

の
階
段
を

一
部
壊

し
て
、
大
き
な
建
物
が
付
け
加
え
ら
れ
た
。
そ
れ
か
ら
神
殿
の
う
ち
の

一
つ
が
、
宮
殿
タ
イ
プ

の
建
物
に
建

て
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か
え
ら
れ
た
。
そ
し
て
A
-
5
の
建
築
複
合
体

の
活
動
が
終
わ
る
古
典
期
後
期
ま
で
に
は
、
宮
殿
タ
イ
プ
の
建

物
が
基
壇
を
覆

っ
て
し
ま

っ
た
。
最
後
ま
で
残
さ
れ
た
神
殿
は
た

っ
た

一
つ
と
な
り
、
宮
殿
様
式
の
建
物
に
囲

ま
れ
、
わ
ず
か
に
屋
根
飾
り
が
み
え
る
に
す
ぎ
な
く
な

っ
た
。
明
ら
か
に
、
こ
の
建
物
群
の
機
能
は
、
後
期
に

な
る
と
変
化
し
て
い
る
。
社
会

の
複
雑
化
を
反
映
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。

　

マ
ヤ
人
は
建
物
を
建

て
る
と
き
は
、
以
前
に
建
て
た
建
物
を
利
用
す
る
場
合
が
多
か

っ
た
。

一
度
き
り
と
い

う
建
物
は
少
な

い
。
そ
の
た
め
建
物

の
下
に
は
前

の
建
物
が
あ
る
の
が
普
通
で
あ
る
。
材
料
調
達
に
は
賢
明
な

方
法
と
い
え
る
が
、
発
掘
す
る
場
合
は
、
上
の
建
物
を
破
壊
し
な
い
と
、
下
の
建
物
に
行
き

つ
か
な
い
。
そ
の

た
め
な
か
な
か
建

て
方
が
わ
か
ら
な
か
っ
た
が
、
テ
ィ
カ
ル
の
北
ア
ク
ロ
ポ
リ
ス
の
真
ん
中

に
そ
び
え
る
大
ピ

ラ
ミ
ッ
ド
を

一
つ
犠
牲
に
す
る
こ
と
で
、
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
の
建
て
方
に
つ
い
て
の
知
識
を
得
る

こ
と
が
で
き
た
。

お
か
げ
で
、
現
在
み
ら
れ
る
中
央
広
場

の
印
象
は
著
し
く
変
わ
る
こ
と
に
な

っ
た
が
。

　
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、
多
く
の
場
合
、
墓
の
う
え
に
建
て
ら
れ
て
お
り
、
死
者
を
弔
う
機
能
が
あ

っ
た
と
み
て
よ

い
。
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
が
で
き
る
過
程
を
お
う
と
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
ま
ず
三
メ
ー
ト
ル
あ
ま
り
の
深
さ
の
穴
が

掘
ら
れ
た
。
墓
の
床
や
壁
、
時
に
は
ベ
ン
チ
を
こ
し
ら
え
た
あ
と
、
美
し
く
飾
ら
れ
た
死
者

が
埋
葬
さ
れ
、
副

葬
品
と
し
て
、
土
器
や
錫
翠
、
食
べ
物
な
ど
が
入
れ
ら
れ
た
。
大
切
な
埋
葬
物
を
保
護
す
る
た
め
、
墓

の
上
部

を
綿
の
布
で
覆

い
、
そ
れ
か
ら
擬
似
ア
ー
チ
の
天
井
が
造
ら
れ
た
。
そ
の
上
を
埋
め
て
、
し

っ
く
い
で
覆

っ
た

あ
と
、
線
を
ひ
き
、
仕
切
り
壁
を
こ
し
ら
え
て
、
石
や
が
れ
き
を

つ
め
て
い
く
。
そ
の
あ
と
、
側
壁
を
塗
る
。

一
層
が
で
き
あ
が
る
と
、
同
じ
よ
う
に
し
て
第
二
層
、
第
三
層
を
少
し
ず
つ
小
さ
く
し
な
が
ら
こ
し
ら
え
て
い
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③②

①

擬似アーチを築くため、

保護用の綿布が張られる。

英 しく飾られた死体が埋

葬 され、ひすいや土器な

どの副葬品が置かれる。

⑤

広 場 に3mほ どの 穴を堀 り、

床 ・ペ ンチ ・壁 を造 り、しっ

くいを塗る0

④

梁の上に黒曜石片をはら

まき、この上にピラミッド

を建て始める0

擬 似 アーチ建 造0ア ーチ

頂 点 は石よりもログ ・ウッ

ドの方 が よく使 われる。

⑥

墓完 成後 、仕 切 り壁用の線 を引 き、壁 を造る。

中心 部は墓 があることを示 している。

⑦

壁を造 ると同時 に小石 と土をつめて第 晒 を造る。

図9　 ピラミッドの製作工程図
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⑧

同様 の方法で層 を積み上 げていき、最後 に工 事用の階段 の上 に

階段 を造る。

⑨

最上層に木製または石造の神殿を建造する。

〔Hellmuth　 1978よ り、一部 変 更 〕
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第四章　燗熟の時代一 古典期

く
。
こ
う
し
て
で
き
あ
が
っ
た
最
上
段
に
は
、
石
の
神
殿
か
、
ま
た
は
木
と
し
ゅ
ろ
ぶ
き
の
神
殿
を
建

て
た
。

普
通
は
百
人
く
ら

い
の
集
団
で
、
約

一
ヵ
月
で
で
き
る
が
、
大
ピ
ラ
ミ

ッ
ド
だ
と
二
年
ほ
ど
を
要
し
た
と
計
算

さ
れ
て
い
る
。
大
ピ
ラ
ミ
ッ
ド
は
、

エ
ル

・
ミ
ラ
ド
ー
ル
の
遺
跡
で
み
た
よ
う
に
、
す
で
に
形
成
期
後
期
に
存

在
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
建
造
物
を
建
て
る
に
は
、
相
当
な
入
手
と
と
も
に
、
そ
れ
を
支
配

で
き
る
人
が
い
た

と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
古
典
期
後
期
は
、

マ
ヤ
地
域
全
体
に
マ
ヤ
の
特
徴
が
広
が
る
時
期
で
あ
る
が
、
や
が
て
、
そ
れ
ま
で
活
動

の

な
か

っ
た
小
さ
な
町
が
繁
栄
し
は
じ
め
、
競
い
あ
い
の
激
し
い
時
代
と
な
る
。
た
と
え
ば
、
石
碑
に
刻
ま
れ
て

い
る
月
に
関
す
る
情
報
に
つ
い
て
み
る
と
、
六
ヵ
月
が

一
単
位
と
な

っ
た
太
陰
暦
の
第
何
ヵ
月
目
か
と
い
う
情

報
が
統

一
さ
れ
る
。
六
八
二
年
ま
で
は
、
各
都
市
で
異
な

っ
て
い
た
表
記
法
が
、
同
じ
に
な

る
の
で
あ
る
。
し

か
し
七
五
六
年
以
降
、
こ
の
統

一
暦
は
放
棄
さ
れ
、
各
都
市
は
独
自
の
暦
を
も
つ
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
独
立

し
て
、
競
い
あ
う
よ
う
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
石
碑
に
刻
ま
れ
る
人
物
は
、
そ
れ
ま
で
の
静
的
な
硬
い
構
図
か
ら
、
動
き
が
で
て
く
る
。
テ
ー

マ
も
変
わ

っ

て
き
て
、
捕
虜
を
捕
ら
え
た
り
、
足
蹴
に
し
て
い
る
図
が
ふ
え
、
女
性
が
登
場
し
始
め
る
。
新
し
い
町

の
勃
興

と
と
も
に
、
争

い
が
激
し
く
な

っ
て
く
る
こ
と
が
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
図
か
ら
わ
か
る
。

　
土
器
も
様
式
の
変
化
を
み
せ
始
め
、
変
化
の
速
度
も
早
く
な
る
。
あ
た
か
も
需
要
者

の
要
求
が
ふ
え
始
め
る

と
と
も
に
、
品
を
替
え
、
形
を
替
え
、
そ
の
要
求
を
満
た
し
て
い
っ
た
か
の
よ
う
で
あ
る
。
購
買
力
が
ふ
え
、

通
商
関
係
も
充
実
七
て
い
っ
た
こ
と
は
ま
ち
が
い
な
い
。
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後
期
は
、
特
に
石
碑

の
解
読
か
ら
、
王
朝

の
歴
史

の

一
こ
ま
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
碑
文
は
王
朝

の
歴
史
を
知
る
う
え
で
こ
の
う
え
な

い
情
報
を
伝
え
て
い
る
が
、
同
時
に
、
そ
れ
に
よ
り
、
都
市
間
の
関
係
や
、

社
会
構
造
も
解
明
で
き
る
。
代
表
的
な
遺
跡
の
碑
文
か
ら
わ
か

っ
た
王
朝
の
歴
史
と
、
都
市

の
関
係
に
つ
い
て

触
れ
て
み
よ
う
。

　

マ
ヤ
の
中
心
と
な
る
中
央
部
は
、
何
と
い
っ
て
も
テ
ィ
カ
ル
を
挙
げ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
こ
れ
と
関
係
の

あ

っ
た
都
市
は
、
低
地
南
部
の
全
域
に
広
が
る
と
い
っ
て
も
よ
い
の
で
あ
る
が
、
中
で
も
、
ド
ス

・
ピ
ラ
ス
を

中
心
と
す
る
パ
シ
オ
ン
川
流
域
の
諸
都
市
と
ナ
ラ
ン
ホ
は
重
要
で
あ
る
。
ウ
ス
マ
シ
ン
タ
川
流
域
で
は
、
ヤ
シ

ュ
チ
ラ
ン
と
ピ

エ
ド
ラ
ス
・
ネ
グ
ラ
ス
が
も

っ
と
も
た
く
さ
ん
の
碑
文
を
も
つ
。
そ
れ
に
壁

画
で
有
名
な
ボ
ナ

ン
パ

ッ
ク
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
南
東
部
で
は
、

コ
パ

ン
と
キ
リ
グ
ア
が
挙
げ
ら
れ
る
。
地
域
と
し
て

の
重
要
度
で
は
若
干
劣
る
が
、
パ
レ
ン
ケ
は
豊
富
な
碑
文
情
報
を
残
し
て
お
り
、
王
朝
史
ば
か
り
か
神

々
の
体

系
を
考
え
る
う
え
で
、
触
れ
な
い
わ
け
に
は
い
か
な
い
。

　
テ
ィ
カ
ル
で
は
、
古
典
期
前
期
の
大
王

「
嵐
の
空
」
王
の
死
か
ら
、
次
第

に
活
動
が
鈍
り
、
碑
文

の
う
え
で

も
、
九

・
六

・
=
二
・
一
七

・
○

(五
六
七
年
、
石
碑

一
七
号
)
以
後
空
白
期
と
な
る
。
そ
れ
が

A
王
の
即
位
を

も

っ
て
、
突
然
の
ご
と
く
、
ふ
た
た
び
活
動
し
始
め
る
の
で
あ
る
。
A
王
は
、
九

二

二

・
九

二

七

・
一
六

(六
八
二
年
)
に
即
位
す
る
。
そ
し
て
A
王
と
そ
の
息
子
の
B
王
の
時
代
に
、
テ
ィ
カ
ル
は
も

っ
と
も
繁
栄
す

る
の
で
あ
る
。
こ
の
盛
衰
の
過
程
に
つ
い
て
は
ま
だ
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
テ
オ
テ

ィ
ワ
カ

ン
の
影
響
の
弱
ま
り
や
カ
ラ

コ
ル
の
圧
力
と
関
係
が
深
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
カ
ラ

コ
ル
の
脅
威

の
た

96



第四章　欄熟の時代一 古典期

め

に

、
支

配

者

層

は

、

テ

ィ
カ

ル
を

離

れ

、
ド

ス

・
ピ

ラ

ス
の

ほ
う

へ

一
時

逃

れ

た

可

能

性

が

あ

る

。

　

古

典

期

後

期

の
石
碑

の
大

部

分

は

、
双

子

の
ピ

ラ

ミ

ッ
ド

建

築

群

(複
合
体
L
、
M
、
N
、
0
、
P
、
Ω
、
R
)

の
な

か

に
あ

る

。

こ
れ

は

、
人

工
的

な

基

壇

の
北

に
石

碑

と
祭

壇

を

壁

で
囲

み

、

南

に
は

九

つ

の
入

り

口
を

も

つ
建

物

を

建

て
、
東

西

に

は

、

四

つ
の
階

段

を

も

つ
ピ

ラ

ミ

ッ
ド

を

配

置

し
た

複

合

体

を

い
う

。
九

・

一
二

・

○

・
○

・
○

(
六
七

二
年

)
か

ら

二
〇

年

ご

と

、

す

な

わ

ち

カ

ト

ゥ

ン

の
終

了

を

記

念

し

て
建

て
ら

れ

る

よ

う

に

な

り

、

九

・

一
八

・
○

・
○

・
○

(
七
九
〇
年
)

ま

で
続

く

。
最

初

の
も

の

(複
合
体

L
)

は
、

神

殿

四
号

の

建

造

に
使

わ

れ

、

石
碑

、
祭

壇

と
も

無

彫

で
あ

る

。

お

そ
ら

く

A
王

の
前

の
王

で
あ

ろ

う

。

　

A

王

は

、

複

合

体

N

(
石
碑

一
六
と
祭
壇

五
、
七

二

年
)

に

そ

の
姿

が

彫

ら

れ

て

い
る

。
奉

納

日

か

ら

み

て
、

A王

B王

C王

図10テ ィカル 王 家

複
合
体
M

(石
碑
三
〇
と
祭
壇

一
四
、
六
九
二
年
)
も
そ

う
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
祭
壇
二

四
は
、
真
ん
中
に

八
ア
ハ
ウ
の
大
き
な
文
字
が
あ
り
、
周
囲
を
文
字
で
囲

ん
だ
も
の
で
あ
る
。
そ
の
形
は
カ
ラ

コ
ル
に
四
九
五
年

か
ら
八
四
九
年
ま
で
み
ら
れ
る
伝
統
的
な
形
式
で
あ
り
、

テ
ィ
カ
ル
で
は
ほ
か
に
み
ら
れ
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
A
王

の
前
の
王
の
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
A
王
の
前

の
王
と

み
ら
れ
る
墓
二
三
号
、
二
四
号
、
七
七
号
等
は
、
南
東

部
の
特
徴
を
も

っ
て
い
る
と
い
わ
れ

て
お
り
、
さ
き
に
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述
べ
た
カ
ラ

コ
ル
の
支
配
と
い
う
推
測
と
う
ま
く
合

っ
て
く
る
。

　
複
合
体
M
は
、
祭
壇

一
四
の
大
き
な
八
ア

ハ
ウ
の
文
字
か
ら
わ
か
る
よ
う
に
、
八
ア

ハ
ゥ

・
カ
ト
ゥ
ン
の
終

了
を
記
念
し
て
建
て
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
八
ア

ハ
ウ

・
カ
ト
ゥ
ン
は
、
第

一
章
で
述
べ
た
よ
う
に
、
滅
亡
、

放
棄

の
時

で
あ
る
が
、
見
方
を
変
え
れ
ば
、
新
し
い
時

の
始
ま
り
と
い
え
る
。
ま
さ
に
八
ア

ハ
ウ

・
カ
ト
ゥ
ン

と
と
も
に
、
テ
ィ
カ
ル
は
再
生
す
る
の
で
あ
る
。

　
A
王
は
テ
ィ
カ
ル
の
中
心
地
に
聲
え
る
神
殿

一
号
、
神
殿
二
号
を
建
て
、
神
殿

一
号
に
埋
葬
さ
れ
た
。
A
王

の
死

の
日
は
わ
か
ら
な
い
が
、
死
ん
で
か
ら
そ
れ
ほ
ど
た

っ
て
い
な

い
に
違

い
な
い
七
三
四
年
に
、
B
王
が
即

位
し
た
。
彼
は
A
王
の
子
で
あ
る
。
そ
れ
は
石
碑
五
に
記
さ
れ
て
い
る
。
お
そ
ら
く
問
に
ひ
と
り
支
配
者
が
い

た
の
ち
、
C
王
が
七
六
八
年
に
即
位
す
る
。
そ
の
後
ま
た
歴
史
は
不
明
に
な
り
、
八
六
九
年
を
刻
む
石
碑

=

で
、
二
九
二
年
以
来
刻
ま
れ
続
け
た
テ
ィ
カ
ル
の
歴
史
は
終
わ
る
。

　
パ
シ
オ
ン
川
流
域
で
は
、
形
成
期
後
期
か
ら
古
典
期
前
期
は
、
ア
ル
タ

ル
・
デ

・
サ
ク
リ

フ
ィ
シ
オ
ス
が
中

心
地
で
あ

っ
た
。
ア
ル
タ
ル
・
デ

・
サ
ク
リ
フ
ィ
シ
オ
ス
最
初

の
石
碑
は
九

・
一
・
○

・
○

・
○

(四
五
五
年
)

で
、
こ
の
地
域
最
初
の
石
碑

で
あ
る
。
五
〇
〇
年
か
ら
六
〇
〇
年
に
か
け

て
の
停
滞
期

の
あ
と
、
九

・
九

・

○

・
○

・
○

(六
一
三
年
)
に
再
び
石
碑
が
刻
ま
れ
始
め
る
。
古
典
期
前
期
ま
で
パ
シ
オ

ン
川
流
域

の
人
口
は

非
常
に
少
な
か
っ
た
が
、
古
典
期
後
期
に
な

っ
て
、
多
く
の
地
域
で
小
さ
な
住
居
趾
が
増
え
始
め
る
。
ア
ル
タ

ル
・
デ

・
サ
ク
リ
フ
ィ
シ
オ
ス
の
主
導
権
は
続

い
た
が
、
ド
ス

・
ピ
ラ
ス
や
ア
グ
ア
テ
カ
な
ど
の
小
セ
ン
タ
ー

が
興
隆
し
始
め
た
。
こ
の
時
代

の
競

い
あ

い
は
、

一
つ
に
は
、
盛
り
土
農
業
の
導
入
に
よ
る
人
口
増
大
の
結
果
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と
い
う
意
見
が
あ
る
。
ペ
テ
ン
の
湿
地
帯

の
か
な
り
の
部
分
は
、
盛
り
土
農
業
や
灌
慨
に
よ

っ
て
集
約
化
さ
れ

て
い
た
と
い
う
意
見
が
、
航
空
写
真
な
ど
の
調
査
を
も
と
に
提
出
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
パ
シ
オ

ン
川
流
域
で
の

集
約
農
業
は
六
五
〇
年
～
八
五
〇
年
頃
と
さ
れ
る
。

　
ド
ス

・
ピ
ラ
ス
の
歴
史
は
六
四
五
年

に
始
ま
る
。
ペ
テ
シ
ュ
バ
ト
ゥ
ン
湖
の
城
砦
都
市
ア
グ

ア
テ
カ
も
文
字

碑
文
を
も
ち
始
め
る
。
ド
ス

・
ピ
ラ
ス
や
ア
グ
ア
テ
カ
な
ど
ペ
テ
シ

ュ
バ
ト
ゥ
ン
湖
地
域
の
遺
跡
は
、
テ
ィ
ヵ

ル
と
非
常
に
よ
く
似
た
紋
章
文
字
を
も
っ
て
い
る
。
紋
章
文
字
と

い
う

の
は
、

一
九
五
八
年

に
ハ
イ
ン
リ

ッ

ヒ

・
ベ
ル
リ

ン
が
発
見
し
た
文
字
で
、
都
市
固
有
の
文
字
で
あ
り
、
意
味
は
ま
だ
確
定
さ
れ

て
い
な
い
が
、
お

お
よ
そ
、
都
市
の
名
と
み
て
よ
い
文
字
で
あ
る
。
そ
れ
が
ほ
ぼ
同
じ
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
テ
ィ
カ
ル
と
関
係

第四章　欄熟の時代一 古典期

図11ド ス・ピラス王 家

が

あ

る

こ
と

は

否
定

で
き

な

い
。

　

九

・

一
七

・
○

・
○

・
○

(七

七

一
年
)
以

後

、

ア

ル
タ

ル

・
デ

・
サ

ク

リ

フ

ィ

シ
オ

ス
は

石
碑

建

立

を

や

め

る
ば

か

り

か

、

建

築

活

動

も
停

止

す

る

。

そ

れ

は

ド

ス

・
ピ

ラ

ス
や

ア
グ

ア

テ
カ

の
軍
事

活
動

と
関

係

す

る

の
で

は
な

い
だ

ろ

う

か

。

石

碑

建

立

の
停

止

は

、

ア

ル

タ

ル

・
デ

・
サ

ク
リ

フ
ィ

シ
オ

ス

の
王

族

が

独

立

を

失

っ
た

こ
と
を

表

わ

し

て

い
る
よ

う

で
あ

る

。

　

九

・

一
七

・
○

・
○

・
○

以

後

約

二
〇

年

間

は

、

ア

..



グ

ア

テ

カ

が
主

導

権

を

握

る

。

こ

の
時

期

多

く

の
場

所

で
石

碑

建

立

が

は
じ

ま

る
。

イ

ッ

ァ

ン
が

大

セ

ン
タ

ー

と
な

る
。

　

九

・

一
八

・
○

・
○

・
○

(
七
九
〇
年
)
以

後

は

セ
イ

バ

ル
が

こ

の
地

方

の
中

心

地

の
座

を

占

め

る
。

九

・

一
九

・
○

・
○

・
○

(
八

一
〇
年

)
を

す

ぎ

る

と

、

他

の
場

所

は
石

碑

を

も

た

な

く
な

る

。

ラ

・
ア

メ

リ

ア

が

最

後

の
石

碑

を

建

て

る
。

　

セ
イ

バ

ル

の
繁

栄

は

、

リ

オ

ベ

ッ
ク

、

チ

ェ
ネ

ス
ま

た

は

プ

ウ

ク
地

方

か

ら

の
異

民

族

の
侵

入

に
よ

る

と
推

定

さ

れ

て

い
る

。

セ
イ

バ

ル

の
石
碑

群

は

二
期

に

分

け

ら

れ

る
。

九

・

一
六

・
○

・
○

・
○

(
七
五

一
年
)

か

ら

一
〇

・
三

・
○

・
○

・
○

(
八
八
九
年
)
ま

で

の
A
期

は

、

土

器

は

北

ユ
カ

タ

ン
の
も

の

と
似

て

い
る

。

そ

し

て
プ

ウ

ク

式

の

日
付

が

ウ

ス

マ
シ

ン
タ
流

域

で
刻

ま

れ

る

。

セ
イ

バ

ル

の
建

築

も

プ

ウ

ク
的

で
あ

る
。

ベ

カ

ン
、

バ

ル
ト

ゥ

ン

・
ラ

ミ

ー
、

コ
ル

ハ
で
も

外
部

か

ら

の
侵

入

が

あ

っ
た

と

さ

れ

て

い

る
。

B
期

は

一
〇

・

三

・
○

・
○

・
○

～

一
〇

・
五

・
○

・
○

・
○

(
八
八
九
年
～
九

二
八
年
)

で

あ

る

。

一
部

A

期

と
交

わ

る

と

い

う
意

見

と

、

A
期

の
あ

と

に

B
期

が

く

る

と

い
う
意

見

に
わ

か

れ

て

い
る

。

前

者

は
外

部

か

ら

の
侵

入

が

あ

り

、

彼

ら

が
定

着

し

て
主
権

を

発
揮

し

た

と

い
う
解

釈

で
あ

る

。
後

者

は

、
タ

バ

ス

コ
地

方

か
ら

の
異

民

族

の
侵

入

が

あ

っ
た

と

み

る
意

見

で
あ

る

。

こ

の
時

期

、
非

マ
ヤ
的

な

図

像

や
文

字

が

石
碑

に
刻

ま

れ

る
。

そ

れ

は

ペ

テ

ン
中

央
部

ま

で
広

が

り

、

ヒ

ン
バ

ル
や

ウ

カ

ナ

ル
な

ど

で
認

め
ら

れ

る
。

　

ナ

ラ

ン

ホ
は

、

休

止

期

が

あ

る

と

こ
ろ

か

ら

、

三
期

に
分

け

る

こ

と

が

で
き

る
。

第

一
王

朝

は

、

五

二

五

年

か

ら

六

四

二
年

ま

で

で
あ

る

。
最

初

の
王

の
あ

と

、

カ

ラ

コ

ル

の
王

が
登

場

し
、

カ

ラ

コ
ル

に
支

配

さ

れ

た
時
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第四章　欄熟の時代　　古典期

「ティカル の女 性 」

「リス王 」

図izナ ランホ王 家

代

が

続

い
た

。
第

二
王

朝

は

、

六

八

二
年

か
ら

七
ゴ
ニ

年

ま

で
、
第

三

王
朝

は

、

七

五

五
年

か
ら

八

二
〇

年

ま

で
続

く

。

　

ナ

ラ

ン
ホ

の
第

二
王
朝

は

、

ド

ス

・
ピ

ラ

ス
や

テ

ィ

カ

ル
に

関

係

す

る

。

第

二

王
朝

は

、

「
テ

ィ
カ

ル

の
女

性

」

が

ナ

ラ

ン
ホ

に
九

・

一
二

・

一
〇

・
五

・

一
二

(六
八

二
年
)

に

や

っ
て
来

た

と
き

か

ら
始

ま

る

。

「
テ

ィ

カ

ル

の
女

性

」

は

、

女
性

を
表

わ
す

文

字

に

テ

ィ

カ

ル

の
紋

章

文
字

を

も

つ
と

こ
ろ

か
ら

名

づ

け

ら

れ
た

あ

だ

名

で
あ

る

。

し

か

し

さ

き

に
指

摘

し

た
よ

う

に

、

テ

ィ

カ

ル

の
紋
章

文
字

と

ド

ス

・
ピ

ラ

ス

の
紋

章

文

字

は

区

別

が

つ
か

な

い
。

さ

ら

に

「
テ

ィ
カ

ル

の
女

性

」

の

父

親

と

み

ら

れ

る

文
字

は

、

ド

ス

・
ピ

ラ

ス

の
初

代

の

王

と

同

じ

文

字

で
あ

り

、

そ

の
子

供

の
可

能

性

が
高

い
。

そ

う

す

る

と

、

「
テ

ィ
カ

ル

の
女

性

」

は

実

は

ド

ス

・

ピ

ラ

ス

の
女

性

か

も

し

れ

な

い

の
で
あ

る

。

と

こ
ろ

が

、

テ

ィ

カ

ル

の
神

殿

一
の
リ

ン
テ

ル

一
に
記

さ

れ
た

九

・

10]



=
二
・
三

・
○

・
○

(六
九
五
年
)
の
日
付
と
そ
の
日
の
出
来
事
を
記
す
文
字
が
、
ナ
ラ
ン
ホ

で
も
記
さ
れ
て

お
り
、
さ
ら
に
、

一
カ
ト
ゥ
ン
後

に
ま
た
そ
の
記
念
が
記
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
テ
ィ
カ

ル
と
も
関
係
が

深

い
こ
と
は
確
か
な
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
テ
ィ
カ
ル
の
A
王
の
父
親
は

「楯
頭
蓋
骨
」
と
で
も
あ
だ
名
で
き

る
文
字

の
人
で
あ
る
が
、
そ
れ
と
ド
ス

・
ピ
ラ
ス
の
第
二
代
の
王
の
文
字
が
非
常
に
よ
く
似
て

い
る
こ
と
も
、

ド
ス
・
ピ
ラ
ス
、
テ
ィ
カ
ル
、
ナ
ラ
ン
ホ
の
関
係
が
深

い
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
第

二
代
の
王
は
、

初
代
王
と
イ
ツ
ァ
ン
の
女
性

の
子
で
あ
る
が
、
誕
生
が
六
七
二
年
で
あ
り
、
A
王
の
即
位
は
六
八
二
年
で
あ
る

と
こ
ろ
か
ら
、
年
代
的
に
合
わ
な

い
。
し
か
し
ド

ス
・
ピ
ラ
ス
の
階
段
碑
文
に
は
、
も
う
ひ
と
り
楯
の
文
字
素

を
も

っ
た
人
物
が
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
そ
の
人
物
が
第
二
代
の
王
よ
り
前
に
生
ま
れ
た
人
で
あ

っ
た
と
す
る

と
、
A
王
の
父
と
な
り
え
、
歴
史
的
に
矛
盾
の
な

い
流
れ
と
な
る
。
た
だ
残
念
な
こ
と
に
、
階
段
碑
文
の
風
化

が
激
し
く
、
現
状
で
は
、
そ
れ
を
確
か
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
ウ
ス
マ
シ
ン
タ
川
流
域
に
は
、
ピ

エ
ド
ラ
ス
・
ネ
グ
ラ
ス
や
ヤ
シ
ュ
チ
ラ
ン
が
あ
る
。
ピ
エ
ド
ラ
ス

・
ネ
グ

ラ
ス
は
、
石
碑
に
王
朝
の
歴
史
が
刻
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
証
明
さ
れ
た
テ
キ
ス
ト
を
提
供
し
た
遺
跡
と
し
て
有

名

で
あ
る
。
王
朝

に
は
、
九

・
八

・
一
五

・
○

・
○

(六
〇
八
年
)
か
ら
九

・
一
八

・
五

・
○

・
○

(七
九
五

年
)
に
か
け
て
、
七
代
の
王
が
い
た
こ
と
が
テ
キ
ス
ト
か
ら
読
み
取
ら
れ
た
。
そ
れ
ぞ
れ
の
王

の
誕
生
と
即
位

の
日
は
、
次
の
よ
う
に
な
る
。
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初
代
　
即
位
　
九

・　

八

・
一
〇

・　

六

・
一
六
　

一
〇
キ
ッ
プ

九

マ
ッ
ク

(
六
Ω

二
年
)



第四章　欄熟の時代一 古典期

二

代

誕

生

九

・
　

九

・

=

二
・
　

四

・
　

一

　

即

位

　
九

・

一
〇

・　

六

・　

五

・　

九

三

代

誕

生

九

・

=

・

一
二

・
　

七

・
　

二

　

即

位

　
九

・

一
二

・

一
四

・

=

二
・　

一

四

代

誕

生

九

・

=

二
・
　
九

・

一
四

二

五

　

即

位

　
九

・

一
四

・

一
八

・　

三

・

一
三

五
代

　

即

位

　

九

・

一
六

・　

六

・

一
七

・　

一

六
代

　

即

位

　

九

・

一
六

・

一
二

・

一
〇

・　

八

七
代

誕
生

九

二

五

二

八

・
一
六

・
　
七

　

即
位
　
九

・
一
七

・
一
〇

・　

九

・　

四

六

イ

ミ

シ

ュ

八

ム

ル

ッ
ク

ニ

イ

ッ
ク

七

イ

ミ

シ

ュ

七

メ

ン

七

ベ

ン

七

イ

ミ

シ

ュ

六

ラ

マ

ッ
ト

一
ニ

マ

ニ

ッ
ク

　

一
カ

ン

一
九

ソ

ッ
ツ

(
六
二
六
年

)

ニ

シ

ッ
プ

(
六
三
九
年

)

一
〇

パ

シ

ュ

(
六
六
四
年

)

一
九

パ

シ

ュ

(
六
八
七
年

)

一
八

カ

ン
キ

ン

(
七
〇

一
年

)

一
六

カ

ン
キ

ン

(
七
二
九
年

)

一
九

ウ

ォ

(
七
五
八
年

)

　

一
マ

ッ
ク

(
七
六
三
年

)

五

ソ

ッ
ツ

(
七
五
〇
年

)

七

ヤ

シ

ュ
キ

ン

(
七
八

一
年

)

　

ウ

ス

マ
シ

ン
タ

川

の
上
流

に
あ

る

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
や

ボ

ナ

ン
パ

ッ
ク

と

の
関

係

が

碑

文

か

ら

う

か

が

え

る

の

は

、
第

二

代

の
王

か

ら

で
あ

る
。

リ

ン
テ

ル
ニ

号

は
、

九

・

一

一

・
六

・
二

・

一

(
六
五
八
年
)
か

ら

九

・

一

一

。

一
五

・
○

・
○

(六

六
七
年
)

で
終

わ

る

が

、

ヘ
ル
メ

ッ
ト

を

か

ぶ

り

、

や

り

を

も

っ
た
戦

士

が

登

場

す

る

。

そ

の
図

と
碑

文

を

み

る

と

、

ま

だ
十

分

に

は
理

解

で
き

な

い
が

、
ピ

エ
ド

ラ

ス

・
ネ

グ

ラ

ス

の
王

が

、

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
や

ボ

ナ

ン
パ

ッ
ク

の
戦

士

を
閲

兵

し

て

い
る

よ
う

で
あ

る
。

リ

ン
テ

ル
三

号

は

、

九

・

一
五

・

一

八

・
三

・

=

二

(七

四
九
年
)

か
ら

九

・

一
七

・

=

・
六

・

一

(七
八

二
年
)
ま

で

の
出

来

事

を

扱

っ
て

い
る

。
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最

初

の

日
付

は
第

四
代

の
王

の
即

位

一
カ

ト

ゥ

ン
記

念

日

で
あ

る

。

そ

の
日

に

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
か

ら

の
使

節

団

が

や

っ
て
来

た

ら

し

い

こ
と

が

記

さ

れ

て

い
る

。
碑

文

に
囲

ま

れ

た
真

ん
中

に

は

、

王

が
台

座

に
座

り

、
儀

式

に
参

加

し
た

入

で
あ

ろ

う

か

、

台

座

の
前

に
座

っ
て

い
る

人

々
を
見

下

ろ

し

て

い
る

。
碑

文

に

は

テ

ィ

カ

ル
の

A

王

の
名

前

も

み

ら

れ

、

テ

ィ
カ

ル
と

も

関

係

が

あ

っ
た

こ
と

が

う

か

が

わ

れ

る

。

　

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
は

ピ

エ
ド

ラ

ス

・
ネ

グ

ラ

ス

の
第

三

代

王
頃

か

ら
繁

栄

し
始

め

る

。

そ

の
繁

栄

を

導

い
た

の

は

、

「
楯

ジ

ャ
ガ
ー

」

と
呼

ば

れ

る
王

と
、

そ

の
息

子

の

「
鳥

ジ

ャ
ガ

ー
」

で
あ

る

。

「
楯

ジ

ャ
ガ
ー

」

は
九

・

一
〇

・

一
五

・
○

・
○

(六

四
七
年

)
頃

に
生

ま

れ

、

九

・

一
五

・

一
〇

・

一
七

・

一
四

(七

四
二
年
)

に

死

亡

し
た

と
推

定

さ

れ

て

い
る

が

、

そ

の
推

定

が
正

し

い
と

す

る

と

、

実

に
九

十

歳

以

上

の
長

寿

を

全

う

し

た

こ
と

に

な

る

。

し

か

し

「
楯

ジ

ャ
ガ

ー

」

が
碑

文

に

は

っ
き

り

し
た

形

で
登

場

す

る

の

は

、

九

・

一
二

・
八

・

一
四

・

一

(
六
八

一
年
)

に
な

っ
て

か
ら

で
あ

り

、

そ

れ

か

ら

死

亡

し

た

日
ま

で

の
約

六

一
年

で

あ

る

。

そ

の
間

に

ア

ハ
ウ

と

い
う
捕

虜

を

は

じ

め
多

く

の
捕

虜

を

捕

ら

え
た

記

録

と

と

も

に
、

母

親

の
死

(
七
〇
五
年
)

や
妻

の
死

(
七
五

一
年
)

が
記

さ

れ

て

い
る

の

が
認

め

ら

れ

る
。

「
楯

ジ

ャ
ガ

ー

」

が

死

ん

で
約

十

年

後

、

子

の

「
鳥

ジ

ャ
ガ

ー

」

が

即

位

す

る

。

「
鳥

ジ

ャ
ガ

ー
」

は
九

・

一

三

・

一
七

・

一
二

・

一
〇

(七
〇
九
年

)
に
誕

生

し

、

九

・

一
六

・

一

・
○

・
○

(
七
五
二
年
)

に
即

位

し

た

。

最

後

の
登

場

は

リ

ン
テ

ル
九

で
あ

る

、

そ

の
日

九

・

一
六

・

一
七

・
六

・

一
二

(
七
六
八
年
)
が

死

亡

し

た

日

に

近

い
も

の

と
考

え

る

と

、

六

十
歳

弱

で
あ

る

。

「
鳥

ジ

ャ
ガ

ー
」

の
名

に
は

ほ

と

ん

ど

の
場

合

カ

ワ

ッ
ク

を

捕

ら

え

た
人

と

い
う
文

字

が

つ
く

。

ヵ

ワ

ッ
ク

は

「
楯

ジ

ャ
ガ

ー
」

の

ア

ハ
ウ

に
匹

敵

す

る

人

物

で
あ

っ
た

と
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思

わ

れ

る
。

「
鳥

ジ

ャ
ガ

ー
」

に

は

、
少

な

く

と
も

三

人

の
女

性

が

い
た

。

イ

ッ
ク

と

イ

シ

ュ
の
文

字

を

も

つ
女

性

と

、
も

う

一
人

は

「
頭

蓋

骨

-

零

」

と

い
う

あ

だ

名

の

つ

い
た

女

性

で
あ

る

。

イ

シ

ュ
の
文

字

を

も

つ
女

性

に

は

、

テ

ィ

カ

ル
の
紋

章

文

字

が
生

起

し

て

お
り

、

テ

ィ

カ

ル
か
ら

嫁

い
で
き

た
可

能

性

が
あ

る

。

「
鳥

ジ

ャ
ガ

ー
」

を

継

い
だ

の
は

、

「
楯

ジ

ャ
ガ

ー

の

子

孫

」

と

あ

だ

名

さ

れ

て

い

る

人

物

で

あ

る

。

彼

は

九

・

一
六

・
○

・

一
四

・
五

(七
五

二
年
)

に
生

ま

れ

、

九

・

一
八

・
九

・

一
〇

二

〇

(
八
〇
〇
年
)
ま

で
登

場

す

る

。

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
最

後

の

日
付

は

、
九

∴

八

・

一
七

・

=

二
・

一
四

(
八
〇
八
年
)

で
あ

る

。

　

ま

さ

に

そ

の
時

期

、

ボ

ナ

ン
パ

ッ
ク

は
絶

頂

期

を

む

か

え

る
。

時

の
王

は

カ

ン

・
モ

オ

(空

ム
ア

ン
鳥
)
王

「楯 ジヤガ ー」

「鳥 ジヤガ ー」

　　 　　 「楯 ジャガーの子孫」

図13ヤ シュチラン王家

で
あ

る
。

ボ

ナ

ン
パ

ッ
ク

で

は

、
石

碑

二

、
リ

ン
テ

ル

ニ

、
建

物

一
の
部

屋

二

の
壁

画

に
、

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン

の

紋

章

文

字

が
認

め
ら

れ

る
。

有

名

な

壁

画

に

は

「
楯

ジ

ャ
ガ

ー

の
子

孫

」

が
登

場

す

る

し
、

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
の

紋

章

文

字

を

つ
け

た

女

性

も

、

壁

画

ば

か

り

で
な

く

石

碑

二

に
も

描

か

れ

て

お
り

、

ヤ

シ

ュ
チ

ラ

ン
と

密

接

な

関

係

に
あ

っ
た

こ
と

が

わ

か

る

。

　

マ
ヤ
地

域

の
南

東

部

に
は

、

キ

リ

グ

ア
、

コ
パ

ン
と

い
う

美

し

い
碑

文

を

残

し
た

遺

跡

が

あ

る

。

キ

リ

グ

ア
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で
は
、

一
九
七
八
年
に
二
六
号
記
念
碑
が
発
見
さ
れ
、
続
く
翌
年
の
発
掘
に
よ
り
、
そ
れ
ま

で
不
明
で
あ

っ
た

キ
リ
グ
ア
の
起
源
と
初
期
の
発
展
に
対
す
る
知
識
は
増
大
し
た
。
記
念
碑
二
六
号
に
描
か
れ

て
い
る
像
は
、
正

面
を
向
き
、
水
平
に
儀
式
棒
を
も

っ
て
い
る
。
ペ
テ
ン
の
浅
浮
き
彫
り
技
法
に
則

っ
て
い
る
が
、
横
面
も
正
面

と

一
緒
に
使

っ
た
全
正
面
像

の
最
初

の
も

の
で
、
そ
れ
は
の
ち
に
キ
リ
グ
ア
で
の
特
徴
と
な
る
。
新
し
い
三
次

元
的
な
地
方

ス
タ
イ

ル
が
確
立
し
た
と
い
え
よ
う
。
裏
面
に
は
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
が
、
最
初

の
日
付
は

九

・
二

・
一
八

・
○

・
○

(四
九
三
年
)
で
あ
る
。
興
味
深
い
の
は
三

ヘ
ル
文
字
で
あ
る
。
そ

の
次
に
は
四

ヘ
ル

文
字
が
あ
り
、
第
三
代
と
第
四
代

の
王
を
記
し
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
の
ち
に
記
念
碑
三
号

(石
碑
c
)

の
最
初

の
日
付
は
、
九

・
一
・
O

・
○

・
○

(四
五
五
年
)
の
こ
と
に
触
れ
て
い
る
の
で
、
お
そ
ら
く
こ
れ
が

キ
リ
グ
ア
の
王
朝
の
は
じ
め
を
記
し
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
が
こ
れ
以
後
約
二
〇
〇
年
間
キ
リ
グ
ア
の
歴
史
は
不
明
と
な
る
。
そ
し
て
記
念
碑

一
三
号

(祭
壇
M
)

九

・
一
五

・
○

・
○

・
○

(七
三

一
年
)、
記
念
碑

一
九
号

(石
碑
s
)
九

・
一
五

・
一
五

・
○

・
○

(七
四
六

年
)
以
後
再
興
す
る
。
そ
れ
以
前
に
、
記
念
碑
二
〇
号

(石
碑
T
)、
記
念
碑

一
二
号

(祭
壇
L
)
が
あ
る
。
五

五
〇
年
～
七
二
〇
年

の
石
碑

の
空
白
期
間
に
古
典
期
後
期
の
建
築
物

の
建
設
が
開
始
さ
れ
た
。

ア
ク
ロ
ポ
リ
ス

の
最
も
古
い
建
物

(第
四
段
階
)
が
こ
の
時
期
に
あ
た
る

(た
っ
た
一
つ
の
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
法
に
よ
る
年
代
は

五
九
〇
±
五
〇
年
)。

　
キ
リ
グ
ア
が
栄
え
る
の
は
、
「
カ
ワ
ッ
ク
空

(二
本
足
の
空
)」
王
の
時
代
で
あ
る
。
キ
リ
グ

ア
も
ピ

エ
ド
ラ

ス

・
ネ
グ
ラ
ス
と
同
様
、
記
念
碑
は
五
年
ご
と
に
建

て
ら
れ
て
い
る
が
、
カ
ワ
ッ
ク
王
に
関
し
て
は
、
二
つ
の
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日
付
が
繰
り
返
し
記
さ
れ
て
い
る
。
九

・
一
四

・
=
二
・
四

・
一
七
　

一
ニ
カ
ー
バ

ン
　
五

カ
ヤ
ッ
プ

(七
二

五
年
)
と
九

・
一
五

・
六

・
一
四

・
六
　
六
キ
ミ
　
四
セ
ッ
ク

(七
三
八
年
)
で
あ
る
。
二
つ
の
日
付
の
本
当
の

意
味
は
ま
だ
わ
か
ら
な
い
が
、
最
初

の
日
は
王
が
権
力
を
確
立
し
た
日
、
二
つ
目
の
日
は
コ
パ
ン
の

「
一
八
の

兎

(ま
た
は
一
八
ジ
ョ
グ
)」
と
あ
だ
名
が

つ
け
ら
れ
て
い
る
王
を
捕
ら
え
た
日
と
み
ら
れ
る
。

　
キ
リ
グ
ア
で
は
、
七
四
〇
年
か
ら
八

一
〇
年

の
約
七
〇
年
間
に
、
古
典
期
後
期
の
マ
ヤ
都
市
と
し
て
認
め
ら

れ
る
大
建
築
、
石
碑
群

の
建
造
が
行
な
わ
れ
た
。
ア
ク

ロ
ポ
リ
ス
は
拡
大
さ
れ
、
以
前

の
建
物
は
、
ひ
と

つ

(
1B
-
2
)
を
除
き
新
し
い
建
物
で
覆
わ
れ
た
。
大
広
場
は
北
に
の
び
、

一
〇
〇
×
八
五
メ
ー
ト
ル
の
大
広

場
は
丸
石
で
埋
め
つ
く
さ
れ
、
「
カ
ワ
ッ
ク
空
」
王
の
記
念
碑
が
建

て
ら
れ
た
。
こ
れ
ら
の
急
速
な
成
長
は
、

お
そ
ら
く
、

コ
パ
ン
の
王

コ

八
の
兎
」
を
捕
ら
え
た
の
ち
に
起
こ
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
。

　
カ
ト
ゥ
ン

一
六
、

一
七
の

「
カ
ワ
ッ
ク
空
」
王
の
時
代
、
キ
リ
グ
ア
は
コ
パ
ン
か
ら
独
立

し
、
独
自
の
発
達

を
と
げ
た
。
記
念
碑

の
大
き
さ
と
い
い
、
広
場

の
大
き
さ
と
い
い
、
コ
パ
ン
を
こ
え
て
い
る
。
モ
タ
グ
ア
川
中

流
域
に
産
す
る
輩
翠
や
チ
ャ
ヤ
ル
産

の
黒
曜
石

の
交
易
路
を
支
配
下
に
置
い
た
か
ら
で
は
な
か
ろ
う
か
。

　
キ
リ
グ
ア
の
最
終
段
階
は
、
九

・
一
八

・
○

・
○

・
○

(七
九
〇
年
)
以
後
に
始
ま
る
。

こ
の
最
後

の
時
期

は
、

コ
パ

ン
の
影
響
が
強
く
み
ら
れ
る
。
建
物
1
B
1
1
は
九

二

九

・
○

・
○

・
○

(八

一
〇
年
)
の
日
付

を
も

つ
。
そ
の
碑
文
に
は
、
キ
リ
グ
ア
最
後
の
王

「輩
翠
空
」
王
と
と
も
に
、

コ
パ

ン
の
最
後

の
王

「
ヤ
シ
ュ

パ
ッ
ク
」
も
登
場
す
る
。
少
し
あ
と
の
建
物
1
B
1
5
も

「
錫
翠
空
」
王
の
も
の
で
あ
る
。

　
キ
リ
グ
ア
の
王
朝

の
終
末
や
そ
の
後
の
歴
史
は
よ
く
わ
か
ら
な
い
が
、
少
な
く
と
も
後
古
典
期
後
期
ま
で
人
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は
住
み
続
け
た
。
た
ぶ
ん
外
来
者
の
支
配
下
に
入

っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
外
来
の
土
器
が
球
戯

場
の
広
場
か
ら
か

な
り
見

つ
か

っ
た
。
こ
れ
ら
の
土
器
は
ユ
カ
タ

ン
の
東
海
岸
の
も
の
と
の
つ
な
が
り
が
濃
い
。
チ
チ

ェ
ン
・
イ

ツ
ァ
に
み
ら
れ
る
チ

ャ
ク
モ
ー
ル
像
も
発
見
さ
れ
て
い
る
。
ベ
ラ
ク
ル
ス
様
式
の
彫
刻
メ
タ
テ
も
見

つ
か

っ
て

お
り
、
沿
岸
長
距
離
交
易
が
お
こ
な
わ
れ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
後
古
曲
ハ期
の
終
わ
り
に
は
放
棄
さ
れ

た
。
お
そ
ら
く

コ
ル
テ
ス
が
寄

っ
た

ニ
ト
が
キ
リ
グ
ア
の
か
わ
り
に
台
頭
し
た
と
思
わ
れ
る
。

　
キ
リ
グ
ア
は
ペ
テ

ン
と
の
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
の
に
対
し
、

コ
パ

ン
は
そ
の
彫
刻
様
式
か
ら
み
て
、
サ
ル
バ

ド
ー
ル
や
グ
ア
テ

マ
ラ
高
地
と
の
つ
な
が
り
が
あ

っ
た
よ
う
で
あ
る
。

コ
パ
ン
の
発
掘
は
十
九
世
紀

の
末
に
は

始
ま

っ
て
い
る
が
、
最
近
発
掘
が
精
力
的
に
行
な
わ
れ
て
お
り
、
か
な
り
歴
史
が
は

っ
き
り

し
て
き
た
。

　
中
心
地
は

コ
パ
ン
川
の
北
岸
の
コ
パ

ン
渓
谷
に
あ
る
。

一
平
方
キ

ロ
弱

の
小
さ
な
遺
跡
に
す
ぎ
な

い
が
、
大

ア
ク

ロ
ポ
リ
ス
の
複
雑
な
建
築
集
合
や
飾
り
の
石
彫
り
、
石
碑
、
二
〇
〇
〇
を
越
す
文
字
が
刻
ま
れ
て
い
る
と

い
わ
れ
る
階
段
な
ど
、
非
常
に
印
象
的
な
遺
跡
で
あ
る
。
も

っ
と
も
栄
え
た
の
は
古
典
期
後
期
の
六
〇
〇
年
～

八
〇
〇
年
で
あ
る
。
し
か
し
も

っ
と
も
古
い
石
碑
は
現
在

の
コ
パ
ン
の
町
と
中
心
遺
跡
の
中
間
で
発
見
さ
れ
て

い
る

(四
六
五
年
)。
中
心
地
ば
か
り
か
周
辺
で
も
、
黒
曜
石
や
輩
翠
が
た
く
さ
ん
見

つ
か

っ
て
お
り
、
地
理
的

に
考
え
て
も
、

コ
パ

ン
は
高
地

マ
ヤ
と
低
地
を
つ
な
ぐ
交
易

の
要
で
あ

っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

コ
パ

ン
が
も

っ
と
も
繁
栄
し
た
時
代
の
王
と
し
て
は
、
「煙
の
イ
ミ
シ

ュ
」、
コ

八
の
兎

(ま
た
は
ジ
ョ
グ
)」、

「煙

の
猿
」
、
「煙

の
貝
」、
「
ヤ
シ
ュ
パ

ッ
ク

(夜
明
)」
王
が
同
定
さ
れ
て
い
る
。
「煙

の
イ
ミ
シ
ュ
」
王
は
、

六
二
八
年
に
即
位
し
、
六
九
五
年
に
死
亡
し
た
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
あ
と
を
継

い
だ

二

八
の
兎
」
王
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ハ レンケの遺跡(左 が 「太 陽の 神 殿 」、右 奥 は宮殿)写6

は

、
中

心
部

の
大
広

場

に
あ

る

A
号

や

B
号

な

ど

の
石

碑

を
建

て
た

が

、

キ

リ

グ

ア

の

「
カ

ワ

ッ
ク
空

」

王

に

七

三

八
年

に
捕

ら

え

ら

れ

、
首

を

は

ね
ら

れ

て
殺

さ

れ

た

ら

し

い
。

「
煙

の
猿

」

王

の
短

い
支

配

の

の
ち

に
即

位

し
た

「
煙

の
貝

」

王

は

、

マ
ヤ

で
最

長

の
碑

文

を

刻

む

階

段

や

そ

の
う

え

の
神

殿

を

建

造

し

て
、

王

権

を

誇

示

す

る

の

に
努

め

た

よ

う

で
あ

る

。

し

か

し

考

古

学

的

に
は

、

そ

の
建

物

は

、

コ
パ

ン
中

心

部

で
も

っ
と

も

脆

弱

な

建

て
方

で
、

経

済

的

に
は

弱

い
社

会

に

な

っ
て

い

た

と

推

定

さ

れ

て

い
る

。

コ
パ

ン
最

後

の
王

と

な

る

「
ヤ

シ

ュ
パ

ッ
ク

」

王

は

、

数

々
の

碑

文

に

九

・

一

六

・

一
二

・
五

・

一
七

(
七
六
一二
年
)

に
即

位

し

た

こ

と

を

記

し

て

い
る

。

も

っ
と

も
高

い
ピ

ラ

ミ

ッ
ド

(建

物

一
六
)
を

建

て
、

石

碑

N

や
祭

壇

Ω
な

ど

に

自

ら

を

記

し

、

八

二
〇

年

頃

死

亡

し

た

。
以

後

コ
パ

ン
は
急

速

に
衰

退

す

る

。

　

パ

レ

ン
ケ

で

は

「
パ

カ

ル
王
」

の
代

に
な

っ
て
繁

栄
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を

始

め

る

。

パ

カ

ル
以

前

の
王

は
実

際

に
存

在

し

た

か

不

明

で
あ

る

が
、

「
ク

ッ
ク

」

(
四
三

一
年
即

位
)
か

ら

一
二

人

の
人
物

の
履

歴

を
知

る

こ
と

が

で
き

る

。

さ

ら

に

そ

の
前

の
神

話

時

代

の
神

々
が

テ

キ

ス
ト

に
記

さ

れ

て

い
る

。

「
パ

カ

ル
大

王

」

は

六

〇

三
年

に
誕

生

し

、
即

位

は

六

一
五

年

、
死

亡

は

六
八

三

年

と

解

読

さ

れ

て

い
る

。

な

き

が

ら

は

『
碑

文

の
神

殿

』

の
地

下

の
豪

勢

な

石
室

に
手

厚

く
埋

葬

さ

れ

て

い
た

。

そ

の
墓

は

、

一
九

五

二
年

、

メ

キ

シ

コ
の
考

古

学

者

ア

ル

ベ

ル
ト

・
ル

ス

の
手

に

よ
り

、
三

年

が

か
り

で
発

掘

さ

れ

た

。

マ
ヤ

で
は

ピ

ラ
ミ

ッ
ド

は
墓

で

は
な

い
と

さ

れ

て
き

た
定

説

を
覆

す

大

発
見

で
あ

っ
た

。

「
パ

カ

ル
」

の
父

は

「
カ

ン

・
バ

ー

ル

ム

・
モ
オ

」

で
あ

り

、
母

は

「
サ

ッ
ク

・
ク

ッ
ク
」

で
あ

っ
た

。

お

そ

ら

く

、
祖

父

の
パ

カ

ル

の
名

を

受

け
継

い
だ

と

み

ら

れ

る

。
「
ア

フ

・
ボ

ー

・
ヘ
ル
」

と
結

婚

し

、
「
チ

ャ

ン

・

バ

ー

ル
ム

」

と

「
カ

ン

・
シ

ュ
ル
ニ
世

」

と

「
オ

シ

ュ
」

を

も

う

け

た

。

「
パ

カ

ル
」

と

「
ア

ブ

・
ポ
ー

・

ヘ
ル
」

の
子

で
あ

る

「
チ

ャ

ン

・
バ

ー

ル
ム
」

は

、

六

一二
五

年

に
生

ま

れ

、

「
パ

カ

ル
」

が
死

ん

で
、

六

・

一
二

(
一
三
二

日
)
後

の
六

八

四
年

に
即

位

し
、

七

〇

二
年

に
死

ん

だ

。

『
十

字

の
神

殿

』
、

『
葉

の
十

字

の
神

殿

』
、

『
太
陽

の
神

殿

』

と
呼

ば

れ

る
十

字

グ

ル
ー
プ

の
ピ

ラ

ミ

ッ
ド

を

建

て
、

マ

ヤ
暦

元

に
さ

か

の
ぼ

る

時

代

の
神

々
を

記

し

た
ば

か

り

か

、

「
パ

カ

ル
」

以
前

の
祖

先

の
系

譜

を

残

し

た

。

ち

ょ
う

ど

そ

の

こ
ろ

、

テ

ィ
カ

ル

で
は
長

い
間

の
沈

滞

を

破

り

、

A
王

が
即

位

し

て

い
る

(
六
八
二
年

)。

「
カ

ン

・
シ

ュ
ル
ニ

世

」

は

、

六

四

四
年

に
誕

生

し

、
七

〇

二
年

に
即

位

し
た

あ

と

、

七

=

年

に
ト

ニ
ナ

と

の
戦

い

で
敗

北

し

て
、
捕

虜

に
な

っ
た

ら

し

く

、

ト

ニ
ナ

の
石

彫

に

、
彼

の
捕

ら

え

ら

れ

た

姿

と
名

が

刻

ま

れ
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サ ック・クックカン・バ ー ルム ・モ オ

ア フ・ポ ・ヘ ルパ カル

カ ン ・

シュ ルII

ショック(オ シュ)チャン・バ ールム

カアフチ ヤー クチ ャ ク ・スッツ

矧図14パ レンケ王 家

て

い
る

(
記
念
碑

=

一二
号

)。

　

若

干

疑

問

の

人

物

「
オ

シ

ュ
」

ま

た

は

「
シ

ョ

ッ

ク

」

と
呼

ば

れ

る

王

(
誕
生
六
五
〇
年

、
即
位
七

二
〇
年
)

の
あ

と

、
「
チ

ャ

ー

ク
」

と

あ

だ

名

さ

れ

て

い
る

人

物

が

七

二

二
年

に
即

位

す

る
。

彼

は

「
カ

ン

・
シ

ュ
ル

ニ

世

」

の
子

で

、

六
七

八

年

に
生

ま

れ

た

。

彼

を

継

い
だ

の
は

、

六
七

一
年

生

ま

れ

の

「
チ

ャ
ク

・
ス

ッ
ツ
」

と

い
う

王

で
、

即

位

は

、

七

二
一二
年

で
あ

る

。

彼

の
ほ

う

が

「
チ

ャ
ー

ク
」

よ

り

年

上

で
あ

る

の

で
、

お

そ

ら

く

「
カ

ン

・
シ

ュ
ル
」

の
子

で
は

な

く

、
親

類

筋

に

当

た

る

人

物

と

想

像

さ

れ

る

。

彼

は

九

・

一
五

・
○

・
○

・

○

(七

三

一
年
)

と

い
う

区

切

り

の

い

い

日
を

残

し

た

が

、

そ

の
あ

と

、
九

・

一
六

・

=

二
・
○

・
七

(七

六

四
年

)
ま

で
パ

レ

ン
ケ

の
歴

史

は
空

白

と
な

る
。

　

次

に
登

場

す

る

の
が

ク

ッ
ク

王

で
あ

る
。

彼

は
七

六

四

年

に

即

位

し

、

一
カ

ト

ゥ

ン

(
二
〇

年
)
記

念

の

日

を

『
九

六
文

字

碑

文

』

と

い
う

パ

レ

ン
ケ

で
も

っ
と

も
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美

し

い
石

板

に
残

し

て

い
る

。

こ

れ
を

も

っ

て
、
石

彫

り

は
途

絶

え

る
。

し

か

し
、

土

器

に
七

九

九

年

の
日

を

記

し
た

も

の
が

あ

り

、

そ

こ
ま

で

は

パ

レ

ン
ケ

の
王

朝

が
続

く

。

以

後

パ

レ

ン
ケ

は

急

速

に
衰

退

す

る

。

1ユ2

 

　
古
典
期
後
期
は
、

一
言
で
い
え
ば
、
よ
り
世
俗
的
に
な
り
、
よ
り
開
発
が
す
す
み
、
よ
り
階
級
差
が
生
じ
た

時
代
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
人
口
が
増
大
し
、
経
済
活
動
が
増
え
、
ま
た
建
築
活
動
も
盛

ん
に
な

っ
た
の
で

あ
り
、
い
い
か
え
れ
ば
、
よ
り
大
き
く
、
よ
り
豊
か
に
、
よ
り
激
し
く
な

っ
た
時
代
と
い
え
よ
う
。
あ
ま
り
に

肥
大
し
て
し
ま
い
、
当
時
の
許
容
量
を
超
え
て
し
ま

っ
た
た
め
で
は
な
か
ろ
う
か
。
八
〇
〇
年

を
す
ぎ
る
と
、

マ
ヤ
文
明
は
崩
壊
に
む
け
、

一
目
散
に
そ
の
坂
を
か
け
お
り
始
め
る
。

　
そ
の
始
ま
り
は
、
パ
レ
ン
ケ
あ
た
り
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
北
東
に
む
か

っ
て
、
徐
々
に

マ
ヤ
文
明
は
崩
壊
し

て
い
く
。
石
碑
の
最
終
日
付
を
た
ど
る
こ
と
で
、
見
事
に
そ
の
道
筋
を
描
く
こ
と
が
で
き
る
。

　
そ
こ
で
、

マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
と
い
う
こ
と
に
な
る
わ
け
で
あ
る
が
、
実
は
そ
れ
は
低
地
南
部

の
こ
と
で
し
か

な

い
。
低
地
北
部
は
滅
び
る
こ
と
な
く
、
そ
の
後
も
栄
え
る
。

　
低
地
南
部
の
マ
ヤ
文
明
の
崩
壊
の
原
因
は
、
こ
れ
ま
で
い
ろ
い
ろ
考
え
ら
れ
て
き
た
が
、
大
き
く
分
け
る
と
、

内
部
原
因
説
と
外
部
原
因
説
に
ま
と
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
内
部
原
因
は
、
さ
ら
に
自
然
的

な
も
の
と
、
社
会

政
治
的
な
も
の
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

内
部
原
因
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自
然
的
原
因

　
　
生
態
系

の
変
化

　
　
　
気
候
の
変
化
、
旱
魑
、

　
　
　
土
地
の
侵
食
、
疲
弊
、

　
　
　
森
林
伐
採
に
よ
る
サ
バ
ン
ナ
化

　
　
天
災

(地
震
、
ハ
リ
ケ
ー
ン
)、
昆
虫
の
害

　
　
病
気

　
社
会
政
治
経
済
的
原
因

　
　
農
民
の
反
乱

　
　
人
口
肥
大

　
　
都
市
間
の
争

い

外
部
原
因

　
　
経
済
機
構
の
崩
壊

　
　
異
民
族
の
侵
略

　
考
え
れ
ば
さ
ら
に
い
ろ

い
ろ
原
因
を
思
い
つ
く
か
も
し
れ
な
い
が
、
崩
壊

の
原
因
に
つ
い
て
は
、
第
十
章
で

も
う
少
し
詳
し
く
扱
う
こ
と
に
し
よ
う
。

113


