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古
典
期

の
マ
ヤ
社
会
が
、
ど
の
よ
う
な
社
会
で
あ

っ
た
か
は
、

マ
ヤ
学
者
に
と

っ
て
、
魅
力

の
あ
る
問
題

の

一
つ
で
、
さ
ま
ざ
ま
な
意
見
が
こ
れ
ま
で
に
提
出
さ
れ
て
き
た
。
こ
れ
か
ら
そ
れ
を
検
討
し

て
い
く
の
で
あ
る

が
、
私
自
身
は
、
古
典
期

マ
ヤ
社
会
は
、
都
市
が
た
く
さ
ん
存
在
し
、
そ
れ
ら
が
統

一
さ
れ

て
い
な
か

っ
た
と

考
え
る
。
ち
ょ
う
ど
、
日
本

の
戦
国
時
代
、
ま
た
は
幕
府

の
な
い
江
戸
時
代
と
で
も
い
お
う
か
、
江
戸
と
い
う

統

一
都
市
を
除

い
た
残
り
の
領
藩

の
関
係
を
お
も
い
浮
か
べ
れ
ば
、
理
解
し
や
す

い
の
で
は
な

い
か
と
思

っ
て

い
る
。
戦
国
時
代
は
、
ク
ニ
を
ま
と
ま
り
の
単
位
と
し
て
、
ク
ニ
同
士
で
戦
争
を
し
た
り
、
同
盟
を
し
た
り
、

嫁
ど
り
で
姻
戚
関
係
を
作

っ
た
り
し
て
い
た
こ
と
を
歴
史
を
学
ん
で
知

っ
て
い
る
が
、
同
様

の
こ
と
が
す
べ
て

マ
ヤ
に
み
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
。
ご
く
当
た
り
前

の
こ
と
の
よ
う
で
、
見
逃
さ
れ
や
す

い
が
、
ク
ニ
の
敵
対
や

同
盟
な
ど
と
と
も
に
、
そ
れ
ら
の
ク
ニ

(も
し
く
は
都
市
)
が
、
同
じ
文
字
を
使

っ
て
、
同
じ
よ
う
な
考
え
を

共
有
し
て
い
る
と
こ
ろ
な
ど
も
、

マ
ヤ
と
同
じ
で
あ
る
。

　
古
典
期
時
代

の
マ
ヤ
は
、
江
戸
を
除

い
た
日
本
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
強

い
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
が
後
古
典
期

後
期
の
マ
ヤ
パ
ン
時
代
に
な
る
と
、
ま
さ
に
江
戸
そ
の
も

の
と
い
う
感
じ
が
す
る
。
そ
れ
ぞ
れ

の
ク

ニ
の
指
導

者
が
、
マ
ヤ
パ
ン
の
城
壁
内

の
町

の
な
か
で
暮
ら
し
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。
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マ
ヤ
社
会
再
構
成
の
資
料

　

マ
ヤ
社
会
の
再
構
成
は
、
考
古
学
の
デ
ー
タ
に
基
づ
か
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
が
、
な
ん
と
い
っ
て
も

一
番
刺

激
的
な
情
報
は
、
碑
文
で
あ
る
。
碑
文
の
解
読
か
ら
、

マ
ヤ
の
上
層
階
級

の
社
会
が
あ
る
程
度
描
き
出
さ
れ
る

よ
う
に
な

っ
て
き
た
の
で
あ
る
。
墓

の
情
報
や
土
器
に
描
か
れ
て
い
る
情
報
が
さ
ら
に
そ
れ
を
補
う
。
こ
れ
ら

は
い
わ
ば
歴
史

に
登
場
す
る
人
物
の
社
会
を
知
る
手
段
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
歴
史
に
登
場

し
な
い
人
々
、
す

な
わ
ち
エ
リ
ー
ト
層
を
支
え
る
農
民
や
工
芸
人
な
ど
の
生
活
は
、
住
居
祉

の
研
究
の
成
果
が
そ
の
再
構
成
に
重

要
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
当
時

の
ナ

マ
資
料
に
加
え
、
十
六
世
紀
以
降
の
文
献

が
参
考

に
な
る
。

十
六
世
紀
以
降

の
民
族
学
的
情
報
を
利
用
し
て
、
住
居

の
機
能
や
社
会
階
層
な
ど
が
推
測
さ
れ
て
い
る
。
し
か

し
文
献
は
、

マ
ヤ
文
明
の
最
盛
期
か
ら
八
百
年
以
上
た

っ
た
社
会

の
記
述
で
あ
り
、
そ
れ
を
そ
の
ま
ま
適
用
す

る
と
、
ま
ち
が

っ
た
解
釈
を
下
す

こ
と
に
も
な
り
、
十
分
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

　

マ
ヤ
人
は
平
和
な
神
権
政
治

の
も
と
で
暮
ら
し
、
勝
利
や
栄
光
の
歴
史
な
ど
問
題
外
で
、
時
と
神

々
の
哲
学

を
記
録
し
た
、
人
類
史
上
特
異
な
民
族
と
み
な
さ
れ
て
き
た
。
石
碑
に
刻
ま
れ
て
い
る
人
物
は
神
官
で
あ
り
、

そ
れ
に
伴
う
文
字
は
、
暦
や
占

い
、
宗
教
に
関
す
る
も
の
で
、
個
人
の
歴
史
は
ま

っ
た
く
刻

ま
れ
て
い
な

い
と

長

い
間
信
じ
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

一
九
四
六
年
に
ボ
ナ
ン
パ
ッ
ク
で
壁
画
が
発
見
さ
れ
、
そ
こ
に
生

々
し

い
古
代

マ
ヤ
人
達

の
戦

い
の
姿
が
描
出
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
考
え
は
改
め
ら
れ
な
か

っ
た
。

一
九
五
〇
年
代
か
ら

一
九
六
〇
年
代
に
か
け
て
、
防
御
壁
や
戦

い
の
場
面
な
ど
が
存
在
す
る

こ
と
を
確
認
し
た
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考
古
学
者
た
ち
が
、
平
和
な

マ
ヤ
と
い
う
図
式
を
変
え
る
必
要
が
あ
る
と
説

い
た
が
、
そ
の
主
張
に
も
耳
は
傾

け
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
碑
文
の
研
究
か
ら
、

一
九
五
八
年
に

ハ
イ
ン
リ
ッ
ヒ

・
ベ
ル
リ
ン
に
よ
り
都
市

の
紋
章
文
字
が
発

見
さ
れ
、

一
九
六
〇
年
に
は
タ
テ
ィ
ア
ナ

・
プ

ロ
ス
ク
リ
ア
コ
フ
に
よ

っ
て
ピ

エ
ド
ラ
ス

・
ネ
グ
ラ
ス
の
王
朝

史
が
解
明
さ
れ
て
、
古
代

マ
ヤ
人
も
他

の
歴
史
上

の
民
族
の
例
に
も
れ
ず
、
戦
争
を
し
、
征
服

し
、
王
み
ず
か

ら
誕
生
、
即
位
な
ど
の
歴
史
を
記
念
碑
に
刻
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
る
よ
う
に
な

っ
て
き
た
。

　
そ
れ
ぼ
か
り
か
、
舌
や
ペ
ニ
ス
に
穴
を
開
け
て
ひ
も
を
と
お
す
儀
式
や
、
首
を
は
ね
た
り
、
腸
を
ひ
き
出
す

儀
式
な
ど
が
、
土
器
や
絵
文
書
や
碑
な
ど
に
描
か
れ
て
お
り
、
お
ど
ろ
お
ど
う
し
い
儀
式
を
行
な

っ
て
い
た

人
々
で
あ
る
こ
と
も
わ
か
っ
て
き
た
。
こ
う
し
て
、
長
い
間
信
じ
ら
れ
て
き
た

「
平
和
の
マ
ヤ
」
理
論
は
く
ず

れ
さ

っ
た
。
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都
市
と
戦
い

　
都
市
の
紋
章
文
字
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
都
市
の
政
治
的
独
立
と
依
存
関
係
を
明
ら
か
に
し
、

マ
ヤ
の
都
市
間

の

関
係
は
明
瞭

に
な

っ
て
き
た
。
文
字
か
ら
ば
か
り
で
な
く
、
考
古
学
的

に
も
、
都
市

の
中
に
は
防
御
用

の
壁
や

濠
を
も
つ
も
の
が
み
つ
か
り
、
互
い
に
敵
対
し
あ

っ
て
い
た
こ
と
も
わ
か

っ
て
き
た
。
た
と
え
ぼ
、
ユ
カ
タ
ン

半
島

の
ベ
カ
ン
の
遺
跡
の
中
心
部
は
、
周
囲
が
お
よ
そ
ニ
キ

ロ
メ
ー
ト
ル
、
幅
が
平
均

一
六
メ
ー
ト
ル
の
濠
で

囲
ま
れ
て
い
た
。
こ
れ
を
造

っ
た
人
々
は
、
濠
の
内
側
に
そ

っ
て
杭
を
打
ち
込
み
、
防
御
壁
を
造

っ
て
い
た
。
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濠
は
水
を
は
る
濠
で
は
な
く
、
空
濠
で
あ
り
、
防
御
壁
は
紀
元
後

一
五
〇
～
四
五
〇
年
の
問

に
造
ら
れ
た
も
の

と
い
わ
れ
て
い
る
。
テ
ィ
カ
ル
で
は
、
北
の
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
の
問
に
防
御
濠
が
築
か
れ
て
い
る
ば
か
り
か
、

南
で
も
同
様
な
防
御
施
設
が
み
つ
か
っ
て
い
る
。

　
後
古
典
期
に
は
、
マ
ヤ
パ
ン
や
ト
ゥ
ル
ム
の
防
御
壁
が
有
名
で
あ
る
。
チ
チ
ェ
ン
・
イ
ツ
ァ
に
も
あ

っ
た
。

こ
う
し
た
構
築
物
は
マ
ヤ
地
域
で
は
約

一
五
ほ
ど
み
つ
か

っ
て
い
る
。
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
に
目
を
広
げ
る
と
、
ほ

ぼ
全
域
に
防
御
設
備
を
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
も
ち
ろ
ん
す
べ
て
の
遺
跡
に
完
備
し
て
い
る

の
で
は
な
く
、
そ

う
し
た
設
備
を
持

っ
て
い
る
の
は
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
な
遺
跡
に
す
ぎ
な
い
。
た
と
え
ば
、
サ
ポ
テ
カ
文
明
の
中

心
地
と
い
わ
れ
る
モ
ン
テ

・
ア
ル
バ
ン
で
は
、
三
キ
ロ
に
も
及
ぶ
防
御
壁
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

一
部
は

紀
元
前
二
〇
〇
年
以
前
の
も
の
と
い
う
。
ア
ス
テ
カ
文
明
の
首
都
で
あ

っ
た
テ
ノ
チ
テ
ィ
ト
ラ
ン
は
、
湖

の
う

え
に
あ
り
、
堤
道
で
導
か
れ
て
い
た
。
そ
れ
を
封
鎖
す
る
こ
と
で
、
防
御

で
き
た
。

コ
ル
テ
ス
ら
は
征
服
の
途

中
で
、
そ
う
し
た
防
御
設
備
を
も

っ
た
町
の
記
述
を
多
く
残
し
て
い
る
。

　
で
は
彼
ら
は
、
ど
の
よ
う
な
目
的
で
、
ど
の
よ
う
な
戦
い
を
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
記
録
に
残
る
の
は

十
六
世
紀
以
後
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
有
名
な
の
は
ア
ス
テ
カ
の
花
の
戦
争

で
あ
る
。
神

に
捧
げ
る
た
め
の
生

蟄
を
得
る
た
め
に
、
他
の
町
を
襲
う
こ
と
が
記
さ
れ
て
い
る
。
非
常
に
宗
教
的
、
儀
式
的
な

に
お
い
が
す
る
。

は
た
し
て
そ
う
で
あ

っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
が
そ
の
ま
ま
八
、
九
世
紀
の
マ
ヤ
に
通
用
す
る
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
戦

い
の
場
面
で
有
名
な
の
は
ボ
ナ
ン
パ
ッ
ク
の
壁
画
で
あ
る
が
、
人
物
の
髪
を
つ
か
ん
で
征
服
し
て
い
る
よ

う
な
場
面
や
後
ろ
手
に
く
く
ら
れ
た
捕
虜
や
支
配
者
に
足
蹴
に
さ
れ
た
人
物
な
ど
が
描
か
れ

て
い
る
。
戦

い
を
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示
す
記
念
碑
は
、
ヤ
シ
ュ
チ
ラ
ン
の
リ
ン
テ
ル
や
ト
ニ
ナ
の
石
彫
な
ど
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
も
の
を
利

用
し
て
、
捕
虜
に
さ
れ
た
人
物
の
出
身
地
と
、
捕
虜
に
し
た
町
の
関
係
を
み
る
と
、
町
が
征
服
さ
れ
て
し
ま

っ

た
と
い
う
ふ
う
に
は
と
れ
な

い
。
あ
る
町

の
支
配
者
が
捕
ら
え
ら
れ
た
だ
け
で
、
町
そ
の
も

の
は
征
服
さ
れ
た

よ
う
に
は
思
え
な

い
の
で
あ
る
。

　
石
碑
に
は
、
ふ
つ
う
月
の
情
報
が
記
さ
れ
て
い
る
。
石
碑
が
記
す
日
の
月
齢
は
何
日
か
、
そ
の
日
は
二
九
日

月
か
三
〇
日
月
の
ど
ち
ら
か
、
六
ヵ
月
を

一
単
位
と
す
る
太
陰
半
年
の
何
番
目
の
月
に
当
た
る
か
が
記
さ
れ
て

い
る
。
六
ヵ
月
を
単
位
と
し
、
そ
の
何
ヵ
月
目
か
と
い
う
記
し
方
は
、
恣
意
的
な
も
の
で
あ
り
、
基
準
を
決
め

な
け
れ
ぼ
な
ら
な
い
が
、
六
八
二
年
ま
で
は
、
そ
の
基
準
が
各
都
市
で
ま
ち
ま
ち
で
あ

っ
た
。
そ
れ
以
後
七
五

一
年
ま
で
は
、
各
都
市
共
通
の
表
記
法
を
用
い
た
。
そ
の
期
間
は
、
月
齢
だ
け
で
な
く
、
半
年
周
期

の
何
番
目

か
を
計
算

で
だ
せ
る
の
で
あ
る
。
こ
の
統

一
暦
を
採
用
し
た
と
い
う
こ
と
は
、
各
都
市
が
強

い
絆
を
も

っ
て
い

た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
芸
術
様
式
か
ら
も
、
地
方
的
な
特
徴
が
消
え
始
め
、

マ
ヤ
独
特

の
様
式
が
は

っ
き

り
し
始
め
る
。

マ
ヤ
地
域
全
体
の
交
流
が
激
し
く
行
な
わ
れ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
都
市
間

の
同
盟
や
戦
争
な
ど

の
テ
ー

マ
が
石
碑

に
刻
ま
れ
る
よ
う
に
な
る
時
期

で
も
あ
る
。
七
五

一
年
ま
で
の
八
〇
年
間

に
、
マ
ヤ
全
石
碑

の
約
六
〇
%
が
建
て
ら
れ
た
と
い
う
。
そ
れ
以
後

こ
の
統

一
暦
は
放
棄
さ
れ
る
の
で
あ
り
、
ま
た
こ
れ
ま
で
記

念
碑
を
も
た
な
か

っ
た
小
さ
な
都
市

で
、
記
念
碑
が
建

て
ら
れ
始
め
、
テ
ー

マ
も
軍
事
的
な
色
彩
が
強
く
な

っ

て
く
る
。
競

い
あ

い
が
い
っ
そ
う
激
し
く
な

っ
た
と
み
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
は
戦
国
時
代
と

い
う
に
ふ
さ

わ
し
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
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社
会
組
織
の
モ
デ
ル

　

こ
れ
ま
で
古
典
期
の
政
治
社
会
組
織

に
関
し
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な

モ
デ
ル
が
提
出
さ
れ
て
き
た
。
さ
き
に
触

れ
た
、
神
官
た
ち
が
暦

の
計
算
に
没
頭
し
て
い
た
と
い
う
説
は
、
平
和
な
社
会
論
と
い
っ
て
い
い
も
の
で
あ
る
。

民
族
学

の
研
究
を
利
用
し
て
、
同
じ
よ
う
な
平
和
な
社
会
が
描
か
れ
た
こ
と
も
あ

っ
た
。
テ
ィ
カ
ル
や
ワ
シ
ャ

ク
ト
ゥ
ン
な
ど

の
遺
跡
は
、
明
ら
か
に
都
市

の
機
能
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
儀
式

セ
ン
タ
ー
に

す
ぎ
な
か
っ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
せ
い
ぜ

い
神
官
な
ど
の
宗
教
に
従
事
す
る
人
が
住
む
だ
け
で
、
普
通
は
人

の
い
な
い
空
白

の
町

で
あ
り
、
何
か
の
宗
教
的
行
事
が
あ
る
と
き
に
人
が
集
ま
る
と
こ
ろ
に
す
ぎ
な
か

っ
た
、

と
み
る
説
で
あ
る
。
こ
れ
と
焼
畑
農
業
に
基
づ
く
説
と
が
相
ま

っ
て
、
散
村
の
よ
う
な
社
会

が
想
像
さ
れ
た
の

で
あ
る
が
、
こ
れ
で
は
最
近

の
住
居
址

の
研
究
に
よ
る
、
多
量
の
住
居
の
あ
と
の
説
明
が
で
き
な
い
。

　
現
在
中
米
で
は
カ
ル
ゴ

・
シ
ス
テ
ム
と
い
う
宗
教
階
梯
組
織
が
あ
る
。
こ
れ
は
年
ご
と
に
宗
教
的
な
役
割

の

階
梯
を
昇

っ
て
い
く
組
織
で
あ
る
。
高
位
の
役
職
に
つ
く
た
め
に
は
、
経
験
と
年
齢
が
必
要

で
あ
る
が
、
同
時

に
富
と
力
も
必
要
で
あ
る
。
古
典
期
の
マ
ヤ
社
会
も
、
そ
う
し
た
制
度
を
取
り
入
れ
た
社
会

で
は
な
か
っ
た
か

と
い
う
説
も
、
同
じ
よ
う
な
説
で
あ
る
。
こ
れ
は
儀
式
セ
ン
タ
ー
論
と
い
っ
て
も
よ
い
。
し
か
し
こ
の
制
度
は
、

最
近

の
研
究
で
は
、
古

い
起
源
を
も

つ
も

の
で
は
な
く
、
十
九
世
紀
か
ら
二
十
世
紀

に
確
立
し
た
こ
と
が
わ
か

り
、
実
際
、
碑
文
で
も
確
認
で
き
な

い
も
の
で
あ

っ
た
。

　
封
建
社
会
論
と
い
っ
て
よ
い
説
も
あ
る
。
土
地
の
支
配
が
も

っ
と
も
重
要

で
あ
り
、
政
治
的
権
威
と
力
が
封
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建
領
主
か
ら
臣
下

へ
広
が
る
と
い
う
封
建
制
は
、
エ
リ
ー
ト
の
存
在
や
引
き
続
く
戦
争
と
相
容
れ
な
い
も
の
で

あ
る
。

　
紋
章
文
字
に
基
礎
を
置
く
都
市
階
層
理
論
も
あ
る
。

一
九
五
八
年
、
ベ
ル
リ
ン
は
各
都
市
ご
と
に
特
有
の
文

字
が
あ
る
こ
と
を
発
見
し
た
。
紋
章
文
字
と
よ
ば
れ
る
そ
の
文
字
は
、
正
確
な
意
味
は
い
ま
だ
不
明
で
あ
る
が
、

パ
レ
ン
ケ
と
か
テ
ィ
カ
ル
と
現
在
よ
ん
で
い
る
遺
跡
の
名
と
同
じ
よ
う
に
考
え
て
よ
い
文
字

で
あ
る
。・
そ
れ
ら

の
紋
章
文
字
を
も

つ
都
市
は
限
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
規
模
が
小
さ
く
な
る
に
し
た
が
い
、
紋
章
文
字
を
も
た

な
く
な
る
。
紋
章
文
字
を
も

つ
小
さ
い
都
市
で
は
、
そ
の
近
く
の
大
き
な
都
市
の
紋
章
文
字

が
生
起
す
る
。
こ

れ
ら
の
生
起
型
は
、
都
市
間
の
同
盟
や
従
属
関
係
を
教
え
て
く
れ
る
。

　

ベ
ル
リ

ン
、
バ
ル
テ
ル
の
研
究
を
基
に
、

マ
ー
カ
ス
は
、
都
市
間
の
関
係
を
紋
章
文
字

に
よ

っ
て
理
論
化
し

た
。
す
な
わ
ち
、
各
都
市
に
み
ら
れ
る
紋
章
文
字
の
現
わ
れ
方
は
、
都
市
間

の
関
係
を
反
映

し
て
い
る
と
考
え

た
の
で
あ
る
。
従
属
す
る
都
市
は
、
上
位
の
都
市

に
言
及
し
、
そ
の
都
市

の
紋
章
を
記
録
す

る
が
、
上
位

の
都

市
は
、
従
属
す
る
都
市
に
つ
い
て
触
れ
な
い
。
上
位
の
都
市
は
、
自
分
の
紋
章
と
、
対
等

の
都
市

の
紋
章
し
か

記
さ
な
い
。
紋
章
を
も
つ
都
市
を
第

一
級

の
都
市
と
し
て
、
紋
章
を
も
つ
が
そ
れ
に
従
属
し

て
い
る
と
考
え
ら

れ
る
都
市
を
第

二
級

の
都
市
と
し
て
、
都
市
を
分
け
て
い
っ
た
。
そ
し
て
二
つ
の
石
碑
か
ら
、
マ
ヤ
は
四
つ
の

支
配
圏

に
わ
か
れ
て
い
た
と
推
測
し
た
。
そ
の
二
つ
の
石
碑
と
は
、

コ
パ
ン
の
石
碑
A
と
セ
イ
バ
ル
の
石
碑

一

〇
で
あ
る
。

コ
パ
ン
の
石
碑
A
に
は

コ
パ

ン
の
ほ
か
、
テ
ィ
カ
ル
、
パ

レ
ン
ケ
、
カ
ラ
ク
ム

ル

(ま
た
は
エ
ル

・
ペ
ル
ー
と
考
え
ら
れ
、
ま
だ
正
し
く
同
定
さ
れ
て
い
な
い
の
で
Ω
地
と
い
わ
れ
る
こ
と
も
あ
る
)
の
四
つ
の
紋
章
文
字
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が
記

さ

れ

て

い
た

。

そ

の
石

碑

が
建

て
ら

れ

た

七

三

一
年

頃

の

マ
ヤ
世
界

の

四

つ

の
首

府

と

い
う

の

で
あ

る

。

セ

イ

バ

ル

の

石
碑

一
〇

で

は

、

四

つ
の
紋

章

は

、

セ

イ

バ

ル
、

テ

ィ

カ

ル
、

カ

ラ

ク

ム

ル

(
9
)
、

モ
ト

ゥ

ル

・
デ

・
サ

ン

・
ホ

セ

で

、

こ
れ

は

八

四
九

年

頃

の

四

つ

の
首
府

を
表

わ

す

。

す

な

わ

ち

一
〇

〇
年

あ

ま

り

で
、

パ

レ

ン
ケ

、

コ
パ

ン
が
没
落

し
、

そ

の
か

わ

り

に
、

セ
イ

バ

ル
、

モ
ト

ゥ

ル

・
デ

・
サ

ン

・
ホ

セ
が
勃

興

し

た

。

　

紋

章

を

も

た

な

い
町

、
紋

章

を

も

つ
町

、

そ

れ

ら

を

統

合

す

る
第

一
級

の
都

市

と

階

層

化

し

て

い
た

の

で
あ

り

、

マ
ー

カ

ス

の
挙

げ

た

四

つ

の
都

市

ラ

ン
ク
を

挙

げ

る

と

つ
ぎ

の
よ

う

に
な

る

。

第

一　

テ
ィ
カ
ル
　
　
　

　

ヤ
シ
ュ
チ
ラ
ン
　
　

　
　
　
コ
パ

ン
　
　
　

　
　

パ

レ
ン
ケ

第
ニ
　
ナ
ラ
ン
ホ
　

　
　
　

ピ

エ
ド
ラ
ス

・
ネ
グ
ラ
ス
　
キ
リ
グ
ア
　
　
　

　

ポ

モ
ナ
ー

　
　
　
ア
グ
ア
テ
カ

　
　
　

マ
チ
ャ
キ
ラ
ー
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第
三

　
ヒ
ン
バ
ル
　
　

　

　

エ
ル

・
ヵ
ヨ
　

　
　

　

　
ブ
シ
ル
ハ
ー
　
　

　

　エ
ル

・
レ
テ
ィ
ー
ロ

　
　
　
イ
シ
ュ
ル
ー
　
　
　
　
ボ
ナ

ン
パ

ッ
ク
　
　
　
　

　
　
　

　
　
　
　

　

ホ
ヌ
タ

　
　
　
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

　

　
　

　

　

ミ
ラ
フ
ロ
レ
ス

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ト

ル
ト
ゥ
ゲ

ロ

第

四
　

エ
ル

・
エ

ン
カ

ン
ト
　

ラ

・
マ
ル
　

　

　

　

　

　

　

ロ
ス

・
イ

ゴ

ス
　

　

　

テ

ィ
ラ

　

　

　

シ

ュ

ル
ト

ゥ

ン

　

　

ラ

・
フ

ロ
リ

ダ

　

　

　

　
リ

オ

・
ア

マ
リ

リ

ョ
　
チ

ュ
ク

テ

ィ

エ
パ
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ナ

ク

ム

モ

ラ

レ

ス

サ

ン
タ

・
リ

タ

チ

ニ

キ

ハ
ー

　
第

一
ラ
ン
ク
の
都
市
は
、
そ
の
地
域
で
最
初

に
紋
章
文
字
を
も
ち
、

コ
パ
ン
を
除
い
て
、
二
つ
以
上
の
紋
章

文
字
を
も
つ
。
遺
跡
の
規
模
も
大
き
く
、
ま
た
他
よ
り
、
よ
り
多
く
の
石
碑
を
も
つ
。
第
ニ
ラ
ン
ク
の
都
市
は
、

独
自

の
紋
章
を
も
つ
が
、
第

一
の
都
市

で
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
第

一
の
都
市
と
、
結
婚
や
同

盟
で
つ
な
が

っ
て
い
る
。
第
三
ラ
ン
ク
の
都
市
は
紋
章
文
字
を
も
た
な

い
。
第

一
ラ
ン
ク
の
都
市

へ
の
言
及
が

あ

っ
た
り
、
第
ニ
ラ
ン
ク
の
都
市
に
も
触
れ
て
い
る
こ
と
が
あ
る
。
地
理
的
に
は
第

一
と
第

二
の
都
市
の
問
に

あ
る
。
王
は
捕
虜
と
な
る
こ
と
が
多

い
。
第
四
ラ
ン
ク
の
都
市
は
、
紋
章
を
も
た
ず
、
言
及
さ
れ
る
こ
と
も
な

い
。
石
碑
も
少
な
い
。
地
理
的
に
都
市

の
周
辺
に
あ
る
小
さ
な
町
で
あ
る
。

　
た
と
え
ば
テ
ィ
カ
ル
が
支
配
し
た
地
域
を
み
て
み
よ
う
。
第
ニ
ラ
ン
ク
の
都
市
は
テ
ィ
カ
ル
の
紋
章
を
も

っ

て
い
る
と
い
う
。
し
か
し
最
近

の
研
究
で
は
、
テ
ィ
カ
ル
の
紋
章
と
考
え
ら
れ
て
き
た
文
字

は
、
実
は
ド
ス

・

ピ
ラ
ス
の
も
の
で
あ
る
可
能
性
が
高
く
な
り
、
マ
ー
カ
ス
の
理
論
の
前
提
が
崩
れ
た
。
テ
ィ
カ
ル
の
紋
章
文
字

と
区
別
の
つ
か
な

い
文
字
は
、
ド
ス

・
ピ
ラ
ス
の
周
辺
の
八
つ
の
町
で
使
用
さ
れ
て
い
る
。

　
第
三
ラ
ン
ク
の
都
市
も
同
じ
よ
う
に
、
ラ
ン
ク
分
け
の
基
準
に
反
す
る
。
ヒ
ン
バ
ル
や
イ

シ
ュ
ル
ー
の
石
碑

は
、
テ
ィ
カ
ル
の
石
碑
よ
り
あ
と
に
建
立
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、
時
代
が
異
な
る
。
わ
ず
か
に
テ
ィ
カ
ル
の
石

碑

一
一
が
同
時
代
に
あ
た
る
に
過
ぎ
ず
、
時
代
の
異
な
る
も
の
を
ラ
ン
ク
分
け
す
る
こ
と
は
お
か
し
い
。
さ
ら

に
第
四
の
ラ
ン
ク
は
紋
章
を
も
た
な
い
町
で
あ
る
が
、
シ
ュ
ル
ト
ゥ
ン
の
紋
章
が
最
近
見

つ
か
っ
た
。
ナ
ク
ム
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の
石
碑
は
損
傷
が
激
し
く
読
み
取
れ
な

い
の
で
、
こ
こ
に
も
紋
章
が
あ
る
可
能
性
が
高
く
、
そ

の
区
分
に
は
問

題
が
あ
る
こ
と
が
わ
か

っ
た
。

　

コ
パ
ン
の
石
碑
A
が
刻
ま
れ
た
七
三

一
年
頃
と
い
え
ぼ
、
パ
レ
ン
ケ
で
は
チ

ャ
ク
ス
ッ
ツ
の
時
代
で
あ
る
。

彼

の
誕
生
、
即
位
が
記
さ
れ
て
い
る

『奴
隷
板
』
の
最
終
言
及
日
は
七
三

一
年
で
あ
り
、

コ
パ

ン
の
石
碑
A
と

同
じ
日
付
で
あ
る
が
、
そ
の
頃
に
は
衰
退
し
て
い
た
よ
う
で
、
次
の
石
碑
は
七
八
三
年
ま
で
な

い
。
テ
ィ
カ
ル

で
も
七
三

一
年
頃
は
A
王

の
支
配
の
終
わ
り
と
B
王
の
即
位
の
は
ざ
ま
で
あ
り
、
力
の
あ

っ
た
時
期
と
は
言

い

難

い
。

　

マ
ー
カ
ス
の
理
論
は
、
碑
文

の
分
析
に
基
づ

い
て
い
る
よ
う
に
思
え
る
の
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
に
み
て
く

る
と
、
碑
文
の
分
析
に
基
づ

い
た
説
と
は
言

い
難

い
。
し
か
し
マ
ー
カ
ス
の
説
は
魅
力
的
で
あ
り
、
紋
章
文
字

に
基
づ
く
諸
都
市
間

の
関
係

の
分
析
は
、

マ
ヤ
社
会
構
造
論
の
主
役
を
演
じ
る
こ
と
に
か
わ
り

は
な

い
。

　
都
市
の
規
模
に
差
が
あ

っ
た
こ
と
は
、
い
ろ
い
ろ
な
と
こ
ろ
か
ら
、
確
か
で
あ
る
。
碑
文
の
数
や
文
字
の
多

さ
は
、
そ
の
都
市
の
大
き
さ
、
影
響
力
の
強
さ
、
威
信
な
ど
と
無
関
係
で
あ
る
は
ず
は
な

い
。
遺
跡
の
規
模
や

神
殿
の
数
な
ど
も
、
そ
の
都
市
の
活
動
力
の
大
き
さ
を
は
か
る
よ
い
指
針
で
あ
る
。
た
と
え
ば
広
場
の
数
か
ら

都
市

の
ラ
ン
ク
を

つ
け
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

八
五
　
　
テ
ィ
カ
ル

四
二
+
　

ナ
ラ
ン
ホ
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二

三

　

　
ワ

シ

ャ
ク

ト

ゥ

ン

ニ

○

　

　
キ

ナ

ル
、

ヤ

シ

ュ

ハ

一
七

　

　
カ

ラ

コ
ル

一
六

　

　
ラ

・
オ

ン
ラ

デ

ス
、

ナ

ク

ム

一

一　

ウ

カ

ナ

ル

一
〇

　

　
タ

ヤ

サ

ル

　

八

チ

ョ
チ

キ

タ

ン
、

イ

シ

ュ
ク

ン

七

　

　
シ

ュ
ル
ト

ウ

ン

　

五

　

　

シ

ュ
ナ

ン
ト

ゥ

ニ

ッ
チ

、

チ

ュ

ン
ウ

ィ

ツ
、

サ

ン
ク

レ
メ

ン
テ

、

ハ
ツ
カ

ブ

ケ

エ

ル
、

ホ

ル

ム

　

　

　

　
ル
、

イ

シ

ュ
ル
ー

　

四

カ

ハ
ル

・
ピ

チ

ッ
ク

、

イ

ッ

ィ

ム

テ
、

リ

オ

・
ア

ス

ル

　
三

　

　

モ
ト

ゥ

ル

・
一ア

・
サ

ン

・
ホ

セ

　

一
　

　

ウ

ナ
ラ

ン
ト

ゥ

ン
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こ
の
分
類
は
、
紋
章
文
字
を
基
礎
に
し
た
先
の
分
類
と
は
か
な
り
異
な
る
印
象
を
受
け
る
。

　
社
会
構
造
の
変
化
は
、
建
物
よ
り
墓

の
分
析
か
ら
の
ほ
う
が
よ
く
わ
か
る
。
墓
の
規
模
や
副
葬
品
は
、

マ
ヤ

社
会
に
お
け
る
埋
葬
者
の
社
会
的
地
位
を
直
接
反
映
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
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副
葬
品
か
ら
み
た
社
会
構
造

　
バ
ル
ト
ン

・
ラ
ミ
ー
と
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
の
墓
を
分
析
し
て
得
ら
れ
た
こ
と
は
次
の
よ
う
な
も
の
で
、
そ
れ

は

一
九
七
〇
年
代
に
支
配
的
な
考
え
と
な

っ
た
。
バ
ル
ト
ン
・
ラ
ミ
ー
の
家
屋
で
見

つ
か

っ
た
墓
は
、
前
期
と

後
期

で
は
著
し
い
違

い
が
あ

っ
た
。
前
期
で
は
若

い
成
人

の
墓
が
も

っ
と
も
豊
か
だ

っ
た
。
分
析
し
た
墓
の
う

ち
二
二
%
が
若

い
成
入
の
も
の
で
あ

っ
た
が
、
副
葬
品

の
五
〇
%
が
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
後

期
で
は
、
墓

の
う
ち

一
八
%
が
若

い
成
人

の
も

の
で
あ
る
が
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
副
葬
品
は
全
体
の

一
〇
%

に
す
ぎ
な
か

っ
た
。
成
人
の
墓
は
、
前
期
で
は
全
体

の
四
四
%
に
対
し
、
後
期
で
は
五
九
%

で
あ

っ
た
。

　
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
で
は
、
立
派
な
墓
は
、
都
市

の
中
心
部
に
み
ら
れ
る
。
し
か
し
前
期
の
終

わ
り
、
宮
殿
様

式

の
建
物

の
出
現
と
と
も
に
変
化
が
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
る
。
建
物
A
-
5
は
前
期
に
は
四

つ
の
立
派
な
墓
が

あ

っ
た
。
し
か
し
後
期
に
は
二
四
の
成
人

の
墓
に
加
え
、

一
二
の
若
者
の
墓
が
み
つ
か

っ
た
。
副
葬
品
は
、
バ

ル
ト
ン
・
ラ
ミ
ー
の
家
屋
で
発
見
さ
れ
た
も

の
よ
り

い
く
ぶ
ん
豊
か
に
す
ぎ
な
か

っ
た
。

　
こ
う
し
た
墓
の
情
報
か
ら
、
前
期
に
は
周
辺
地
域
か
ら
や

っ
て
来
た
富
あ
る
者
が
、
儀
式

セ
ン
タ
ー
の
神
殿

内
に
埋
葬
さ
れ
た
が
、
後
期
に
な
る
と
、
宮
殿
に
貴
族
層
が
住
ま
う
よ
う
に
な
り
、
周
辺
と
中

心
部

の
移
動
が

止
ま
り
、
あ
ま
り
副
葬
品
に
差
が
な
く
な

っ
た
と
考
え
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
前
期
に
は
若
者

が
威
信
や
地
位
を

得
る
た
め
、
競

い
あ

っ
て
富
を
集
め
て
い
た
。
志
半
ば
で
死
ん
だ
も
の
は
、
家
屋
に
埋
葬
さ
れ
、
富
を
得
た
も

の
は
、
中
心
部
に
進
出
し
、
そ
こ
で
埋
葬
さ
れ
た
。
や
が
て
富
や
地
位
の
世
襲
が
お
こ
る
よ
う
に
な
り
、
富

の
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熟年層の

副葬品

熟年層の

埋葬者

若者層の

副 葬品

熟年層の

副葬 品

熟年層の
埋葬者

若者層の

副葬品

若者層の

埋葬者

75%

(64/85)

42

(104/250)

44%

(16/36)

55%

(43/78)

18%

(15/85)

22%

(55/250)

50%

$0%

45%

59%

50%

10%

22%

18%

古典期

前 期

古典期

後 期

Welsh(1988)鮒 牒 徽 の割合を示すRathje(1970)

表9古 典期前・後期の墓の埋葬者 と副葬 品の分析比較

集
中
化
と
階
層

の
固
定
化
が
お
こ
る
よ
う
に
な

っ
た
。

す
な
わ
ち
、
前
期
に
は
、
階
級
は
固
定
化
さ
れ
ず
、
力

を
も

っ
た
若
人
が
権
力
を
得
、
支
配
し
え
た

の
で
あ
る

が
、
後
期

に
な
る
と
王
家
が
確
立
し

て
、
そ
の
家
族
が

中
心
部
を
占
め
て
い
た
と
い
う
の
で
あ

る
。
要
す
る
に
、

前
期
の
社
会
は
、
交
代
で
儀
式

セ
ン
タ
ー
で
の
役
目
を

果
た
し
た
、
階
層
の
な
い
社
会
と
い
う
意
見
で
あ
り
、

こ
れ
は
、
当
時
支
配
的
で
あ

っ
た
、
カ

ル
ゴ

・
シ
ス
テ

ム
論
に
則

っ
た
意
見
で
あ

っ
た
。

　
と
こ
ろ
が
こ
の
よ
う
な
推
論

の
も
と
と
な

っ
た
デ
ー

タ
を
検
討
す
る
と
、
そ
れ
は
全
然
正
確

で
は
な
か

っ
た
。

数
値
は
上
の
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
か
ら
先
の
よ
う
な
結

論
は
引
き
出
せ
な

い
。

　
さ
ら
に
、
神
殿
や
家
族
用
の
神
殿
、
儀
式
基
壇
で
見

つ
か
る
墓
は
、
確
か
に
立
派
な
墓
が
多

い
が
、
宮
殿
で

見

つ
か

っ
た
墓
の
副
葬
品
は
、
家
屋

で
見
つ
か
る
も
の

と
そ
れ
ほ
ど
差
は
な
か
っ
た
。
宮
殿
タ
イ
プ
の
建
物
に
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埋
葬
さ
れ
た
の
は
、
召
使
や
官
吏
の
よ
う
な
階
級
で
あ

っ
た
と
み
ら
れ
、
高
貴
な
人
は
、
神
殿
な
ど

の
特
別
な

建
物
内
に
埋
葬
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
横

に
広
が
る
宮
殿
様
式

の
建
物
は
、
形
成
期
後
期
に
は
す
で
に
エ

ル

・
ミ
ラ
ド
ー
ル
や
ノ
ブ
ム
ル
な
ど
で
存
在
し
て
い
た
。
そ
の
当
時
す
で
に
支
配
階
級
は
形
成
さ
れ
て
い
た

の

で
あ
る
。

　
形
成
期
後
期
以
降
、
墓

に
埋
葬
さ
れ
た
人
の
骨
は
、
墓
以
外
か
ら
発
掘
さ
れ
た
骨
よ
り
、
体
格
が
立
派
な
こ

と
も
わ
か

っ
た
。
つ
ま
り
、
栄
養

の
い
き
と
ど
い
た
世
襲

の
支
配
階
級
が
存
在
し
て
い
た

の
で
あ
る
。

　
碑
文
の
解
読
か
ら
も
、

マ
ヤ
の
支
配
階
級

の
構
造
や
歴
史
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な

っ
た
。
王
の
名

の
あ
と
に
、
母
の
名
、
父
の
名

の
順
で
両
親
を
記
し
て
い
る
場
合
が
幾

つ
も
見

つ
か
っ
て
お
り
、
父
親
は
そ
の

前
の
王
で
あ
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
で
あ
る
た
め
、
父
か
ら
子

へ
の
相
続
が
行
な
わ
れ
て
い
た

こ
と
も
わ
か

っ
た
。

ラ
ン
ダ
は
、
王
が
死
ぬ
と
長
男
が
後
を
継
ぐ
、
と
記
し
て
い
る
。
ヤ
シ
ュ
チ
ラ
ン
の
鳥
ジ

ャ
ガ
ー
の
妻
の

一
人

は
テ
ィ
カ
ル
の
紋
章
を
も

っ
た
女
性

で
、
テ
ィ
カ
ル
か
ら
輿
入
れ
し
て
き
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
こ
の
例
の
よ

う
に
、
ク
ニ
同
士
が
女
性
の
や
り
取
り
で
、
姻
戚
関
係
を
も
つ
こ
と
も
わ
か

っ
た
。

　
住
居
趾
の
研
究

　

マ
ヤ
社
会
を
理
解
す
る
た
め
に
は
、
中
心
地
の
エ
リ
ー
ト
層

の
生
活
は
も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
そ
れ
を
支
え
た

人
々
の
生
活
も
理
解
す
る
必
要
が
あ
る
。
エ
リ
ー
ト
層
を
支
え
た
農
民

の
生
業
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ

た
か
。
工
芸
人
や
商
人
の
生
活
形
態
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
石
碑
や
神
殿
の
た

つ
中
心
地
は
都
市
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と
し
て
機
能
し
て
い
た
の
か
、
そ
れ
と
も
儀
式
セ
ン
タ
:
に
す
ぎ
な
か

っ
た
の
か
。
中
心
地
と
そ
の
周
辺
の
住

居
肚
と
の
関
係
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
の
か
。
こ
れ
ら
の
疑
問
に
答
え
る
た
め
に
、
住
居
形
態
、
セ
ト
ル

メ

ン
ト

・
パ
タ
ー
ン
の
研
究
が
こ
こ
二
十
年
あ
ま
り
の
間
に
活
発
に
行
な
わ
れ
て
き
て
い
る
。

　
住
居
赴
の
研
究
は
そ
の
焦
点
を
あ
て
る
と
こ
ろ
の
違
い
に
よ
り
、
人
口
推
定
、
生
業
適
応

、
建
築
設
計
、
サ

イ
ト
の
大
き
さ
、
階
層
な
ど
の
問
題
を
取
り
扱
う
こ
と
に
な
り
、

一
口
に
セ
ト
ル
メ

ン
ト

・
パ
タ
ー
ン
の
研
究

と
い
っ
て
も
広
大
な
問
題
を
か
か
え
て
い
る
。

　

マ
ヤ
の
住
居
は
、
ふ
つ
う
低
い
基
壇

の
上
に
建
て
ら
れ
た
石
壁
造
り
の

一
、
二
部
屋
を
も

つ
造
り
で
、
天
井

は
し
ゅ
ろ
葺
き
の
も
の
で
あ

っ
た
の
で
、
基
壇
部
分
が
残

っ
て
い
る
。
そ
の
た
め
、
住
居
肚

か
ら

一
つ
の
家
族

の
大
き
さ
や
構
成
が
わ
か
る
し
、
個
々
の
住
居
の
集
ま
り
具
合
か
ら
、
そ
の
小
社
会

の
構
成

が
推
測
で
き
る
。

も
ち
ろ
ん
機
能
を
さ
ぐ
る
の
は
む
ず
か
し
く
、
ま
た
そ
れ
以
上
に
住
居
肚
が
同
時
代
の
も

の
か
ど
う
か
判
定
す

る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
。
碑
文
が
あ
る
と
何
年
に
建

て
ら
れ
た
の
か
わ
か
る
が
、
そ
れ
は
大
都
市
の
中
心
部
に

限
ら
れ
る
。
放
射
性
炭
素
年
代
測
定
や
土
器
の
型
式
が
時
代
の
判
定
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
そ
の
単
位
は

一
〇

〇
年
単
位

の
も
の
で
、
三
～
四
世
代
を

一
度
に
含
ん
だ
も
の
と
な
る
。
そ
れ
ゆ
え
問
題
を
多

く
含
む
が
、
住
居

趾
か
ら
、
家
族

の
構
成
や
遺
跡

の
人
口
な
ど
が
積
極
的
に
再
構
成
さ
れ
て
い
る
。

　
住
居

の
型
は
小
さ
い
も
の
か
ら
大
き
な
も
の
に
し
た
が
い
、
最
小
単
位
で
あ
る
単

一
住
居
趾

、
そ
れ
ら
が
二

つ
か
ら
六
つ
集
ま

っ
て
で
き
る
群
住
居
趾
、
さ
ら
に
群
住
居
量
が
集
ま

っ
た
結
合
住
居
雄
と

い
う
具
合
に
大
き

さ
の
違

い
を
区
別
で
き
る
。
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マ
ヤ
の
住
居
は
、
二
〇
平
方
メ
ー
ト
ル
ぐ
ら
い
が
最
小

の
広
さ
で
あ

っ
た
。
家
全
体
を
木
や
し
ゅ
ろ
で
こ
し

ら
え
、
後
代
に
残
ら
な
い
造
り
の
も
の
も
あ

っ
た
。
基
壇

の
な

い
住
居
は
柱
穴
が
み
つ
か
れ
ば
よ
い
が
、
ふ
つ

う
は
探
索
不
能
で
あ
る
。
大
き
な
高

い
基
壇

の
上
に
、
石
造
り
で
、
擬
似
ア
ー
チ
を
も
つ
住
居
を
建
て
た
も
の

も
あ
る
。
そ
れ
は
身
分
の
高

い
人
の
住
居
と
考
え
ら
れ
る
。
住
居
赴
の
な
か
に
は
、
床
の
下
か
ら
墓
や
焼
か
れ

た
部
分
が
み
つ
か
る
。
焼
か
れ
た
部
分
は
炉
で
あ
ろ
う
。
石
道
具
の
破
片
や
食
物
の
残
り
、

こ
わ
れ
た
土
器
や

メ
タ
テ
な
ど
を
捨

て
た
ご
み
捨
て
場
も
み
つ
か
っ
た
。
基
壇
は
家
の
数
を
知
る
目
印
に
な
り
、
そ
こ
か
ら

マ
ヤ

社
会

の
人
口
が
導
き
だ
さ
れ
る
が
、
基
壇

の
す
べ
て
が
住
居
に
使
わ
れ
た
の
で
は
な
い
。
貯
蔵
庫
や
神
殿
、
台

所
な
ど
も
あ

っ
た
。
石
細
工
や
土
器
造
り
な
ど
特
殊
な
仕
事
と
結
び
つ
い
た
住
居
趾
も
あ
る
。

一
つ
の
家

に
何

人
い
た
か
も
正
確
に
は
わ
か
ら
な

い
。

　

こ
れ
ら
の
建
物
群
は
、
中
心
に
広
場
を
も
た
な

い
建
物
群
と
、
広
場
を
も

つ
パ
テ
ィ
オ
群

の
二
つ
の
タ
イ
プ

が
あ
る
。
テ
ィ
カ
ル
で
よ
く
出
現
す
る
形
は
、
中
庭
の
周
囲
三
方
を
住
居
が
占
め
、
東
側
を
小
さ
な
、
し
か
し

高

い
基
壇
に
拡
大
家
族

の
祠
と
思
わ
れ
る
建
物
が
あ
る
形
で
あ
る
。

　
三
つ
目
の
単
位
は
集
合
住
居
群
で
あ
る
。
五
～

一
二
の
群
の
集
ま
り
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
離

れ
離
れ
に
な

っ
て
、

全
体
で
、
大
き
な
グ
ル
ー
プ
を
形
成
し
て
い
る
。
そ
の
な
か
に
は
、
他
に
比
べ
て
大
き
い
群
が
あ
り
、
そ
れ
は

首
長

の
住
居
や
管
理
建
物
や
祠
な
ど
と
み
ら
れ
る
。
そ
う
し
た
住
居
肚
は
階
層
を
表
わ
し
て
い
る
よ
う
で
、
富

ん
だ
人
の
ま
わ
り
に
召
使
な
ど
が
住
ん
で
い
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
工
芸
者
集
団
の
住
居

と
み
て
よ
い
も
の

も
あ

っ
た
。
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そ
れ
ら
の
規
模
が
大
き
く
な
る
と
、
キ
リ
グ
ア
や
テ
ィ
ヵ
ル
な
ど

の
中
心
を
し
め
る
部
分

と
な
る
。
そ
こ
に

は
神
殿
、
球
戯
場
、
堤
道
、
宮
殿
、
記
念
碑
な
ど
が
あ
る
。
人
や
貢
ぎ
物
が
集
ま
る
場
所
で
、
儀
式
、
球
戯
、

市
場
、
送
迎
な
ど
多
機
能
な
場
所
で
あ

っ
た
。
こ
こ
で
も
公
的
な
部
分
と
住
居

の
私
的
な
部
分
に
分
け
る
こ
と

が
で
き
る
。

　
テ
ィ
カ
ル
で
は
、
建
物

の
内
部
に
し
ば
し
ば

ベ
ン
チ
や
ポ
ー
チ
を
も

つ
。
こ
れ
は
南
部
で
は
ご
く
普
通
の
形

で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
北
部

の
た
と
え
ば

ツ
ィ
ビ
ル
チ
ャ
ル
ト
ゥ
ン
で
は
、
二
部
屋
造
り
で
、
長
さ
に
比
べ
て

広

い
。
代
表
的
な
も

の
の
大
き
さ
を
記
す
と
、
約
二
〇
セ
ン
チ
の
低

い
基
壇
で
、
広
さ
が
八

・
八
〇
×
七

・
五

〇
メ
ー
ト
ル
の
上
に
、
五

・
五
〇
×
三

・
六
五
メ
ー
ト
ル
の
家
が
建
て
ら
れ
た
。
形
は
楕
円
形
で
あ
る
。
単

一

住
居
赴
は
形
成
期
か
ら
後
古
典
期
ま
で
あ
る
が
、
古
典
期

の
も
の
が

一
番
多

い
。
形
成
期
の
家
は
小
さ
く
、
細

長
く
、
単

一
の
部
屋
し
か
も
た
な

い
。
後
古
典
期
後
期
の
ユ
カ
タ
ン
の
も
の
は
二
部
屋
方
式

で
、
前
室
と
後
室

に
わ
か
れ
る
。
ド

ン
・
ラ
イ
ス
に
よ
る
と
、
ペ
テ
ン
の
最
小
住
居
単
位
は
、
テ
ィ
カ
ル
と
ヤ
シ
ュ
ハ
の
全
体

の

小
建
物
の

一
五
%
を
占
め
る
と
い
う
。

　

コ
パ
ン
の
発
掘
は
十
九
世
紀
の
末
に
始
ま

っ
た
が
、
居
住
形
態
の
調
査
は
、

一
九
七
五
年

か
ら

一
九
七
七
年

に
か
け
て
行
な
わ
れ
た
。
人
口
を

い
か
に
養
う
か
、
政
治
支
配
は
、
宗
教
は
、
交
易
は
、
そ
れ
ら
に
対
す
る

コ

パ
ン
の
影
響
力
は
い
か
な
る
も
の
で
あ

っ
た
か
、
コ
パ
ン
の
支
配
区
域
は
ど
れ
ほ
ど
で
あ

っ
た
か
な
ど
が
調

べ

ら
れ
た
。
東
西

一
二

・
五
キ
ロ
、
南
北
二
～
四
キ
ロ
の
コ
パ
ン
川
岸
の
沖
積
平
野
と
な
だ
ら
か
な
丘
の
調
査
で

約
三
四
〇
〇
の
建
物
跡
が
マ
ッ
ピ

ン
グ
さ
れ
た
。
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非
常
に
人
口
稠
密
な
地
区
が
中
心
部
の
北
と
東
に
あ

っ
た
。
す
ぐ
東
の
セ
プ
ル
ト
ゥ
ラ
地
区
は
サ
ク
ベ
と
い

っ
て
い
る
幅
約

一
〇
メ
ー
ト
ル
、
高
さ
約
五
〇
セ
ン
チ
の
道

で
、
中
心
部
と
つ
な
が
れ
て
い
る
。
大

マ
ウ

ン
ド

C
V
1
43
は
文
字
を
も

つ
神
殿
ま
た
は
宮
殿
を
も

っ
て
い
た
。
エ
リ
ー
ト
層

の
住
居
趾
で
あ

ろ
う
。
そ
の
ま
わ

り
に
粗
末
な
住
居
祉
が
あ

っ
た
。
召
使
な
ど
の
住
居
で
あ
ろ
う
。
北
東

の
ペ
タ
テ
ィ
リ
ャ
で
は
ダ
ム
と
段
々
畑

が
発
見
さ
れ
た
。

　

コ
パ

ン
で
は
、

マ
ウ

ン
ド
の
数
、
大
き
さ
、
切
石
や
彫
刻

の
存
在
な
ど
を
基
準
に
四
つ
の
型
が
区
別
さ
れ
た
。

第

一
型
は
、
も

っ
と
も
単
純
な
も
の
で
、
い
く
つ
か
の
低
い
マ
ウ
ン
ド
が
広
場

の
ま
わ
り
に
か
た
ま

っ
て
い
る

も
の
。
第
二
、
第
三
型
は
、
そ
れ
よ
り
大
き
く
、
複
雑
に
な

っ
た
複
合
体
で
あ
り
、
も

っ
と
も
複
雑
な
第
四
型

は
、
か
な
り
大
き
な

マ
ウ

ン
ド
が
た
く
さ
ん
集
ま
り
、
質
も
高
く
、
洗
練
さ
れ
た
飾
り
な
ど
が
あ
る
も
の
。
そ

れ
は
儀
式

セ
ン
タ
1
と
通
常
呼
ば
れ
て
い
る
も
の
の
規
模

の
小
さ
い
も

の
に
あ
た
る
。
セ
ン
タ
ー
は
政
治
経
済

の
中
心
地
で
あ
る
が
、
大
き
さ
、
配
置
、
建
築
様
式
は
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
。
小
さ
い
も
の
は

一
平
方
キ

ロ
弱
で

あ
り
、
逆
に
テ
ィ
カ
ル
な
ど
は

一
二
一二
平
方
キ

ロ
も
あ

っ
た
。
遺
跡

の
規
模
は
も
ち
ろ
ん
、
建
築

の
洗
練
度
、

記
念
碑

の
数
な
ど
は
、
相
対
的
な
政
治
経
済
力
を
反
映
し
て
い
る
。
大
セ
ン
タ
ー
は
中
小
セ

ン
タ
ー
を
支
配
し

た
こ
と
は
碑
文
か
ら
も
裏
付
け
ら
れ
る
。
大
セ
ン
タ
ー
間
の
距
離
は
、
時
代
が
変
わ

っ
て
も
そ
れ
ほ
ど
変
化
は

な

い
。
あ
る
調
査
に
よ
る
と
、
次

の
よ
う
に
な
る
。

八

・

一
八

・
○

・
○

・
○

四

一
キ

ロ
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九

・
三

・
○

・
○

・
〇

九

・
一
三

・
○

・
○

・
〇

九

・

一
八

・
○

・
○

・
○

六

六

・
四

三

キ

ロ

五

七

・
五

キ

ロ

五

二

・

一
八

キ

ロ
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従
属
す
る
町
と
の
問
は
平
均

一
一
・
三
六
キ
ロ
、
最
大
二
五
キ
ロ
で
、
中
間
点
ま
で
の
距
離

は

一
日
の
徒
歩

の
行
程
内
に
入
る
。

　
各
セ
ン
タ
ー
の
領
地

の
認
定
や
都
市
間

の
関
係
は
、
住
居
趾
の
研
究
や
、
各
都
市
特
有
の
文
字
で
あ
る
紋
章

文
字
の
利
用
に
よ

っ
て
は
っ
き
り
し
は
じ
め
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
食

べ
物
や
水
の
確
保
が
容
易
な
と
こ
ろ
に
集
落
が
建
て
ら
れ
た
の
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
そ

の
ほ
か
交
易
に

都
合

の
よ
い
と
か
、
防
御
に
都
合
の
よ
い
と
か
の
戦
略
的
に
よ
い
場
所
に
町
は
発
展
し
た
。
川
沿

い
の
ヤ
シ
ュ

チ
ラ
ン
、
ピ

エ
ド
ラ
ス

・
ネ
グ
ラ
ス
、
キ
リ
グ
ア
な
ど
は
、
肥
沃
な
地
で
農
業

に
適
し
て
い
る
ば
か
り
か
、
川

が
交
易
路
と
し
て
機
能
し
た
。
中
央
の
テ
ィ
カ
ル
や
ワ
シ
ャ
ク
ト
ゥ
ン
な
ど
は
湿
地
の
な
か

の
高
地
に
あ
り
、

ペ
テ
ン
横
断

の
カ
ヌ
ー
輸
送
を
支
配
で
き
、
水
の
確
保
に
便
利
で
あ
る
ば
か
り
か
、
高
生
産

の
農
業
が
行
な
え

た
。
セ
ロ
ス
や
ラ
マ
ナ
イ
、
ト
ゥ
ル
ム
な
ど
は
、
カ
リ
ブ
海
沿
岸
や
カ
リ
ブ
海

に
通
ず
る
川
沿

い
に
あ
る
。
他

で
は
生
産
不
可
能
な
品
を
支
配
す
る
こ
と
で
繁
栄
し
た
町
も
あ

っ
た
。
ツ
ィ
ビ
ル
チ
ャ
ル
ト
ゥ

ン
や
サ
リ
ナ

・

デ

・
ヌ
エ
ベ

・
セ
ロ
ス
で
は
塩
、

コ
ル
ハ
で
は
良
質

の
フ
リ
ン
ト
、
カ
ミ
ナ
ル
フ
ユ
で
は
黒
曜
石
、
グ
ア
イ
タ

ン
で
は
輩
翠
と
い
う
よ
う
に
、
そ
れ
ら
の
セ
ン
タ
ー
は
重
要
な
交
易
品
を
も

っ
て
い
た
。



第七章 社会組織

　

階
級
と
社
会

　

十

六

世

紀

の

ユ
カ
タ

ン
で

は
、

最

上

位

に
、

ハ
ラ
チ

・
ウ

ィ

ニ

ッ
ク

、

ま

た

は

ア

ハ
ウ

と

い
う
称

号

を

も

つ

人

が

お
り

、

そ

の
下

の
支

配

者

と

し

て
、

バ

タ

ブ

が

い
た

と

い
う

。

そ

れ

ら

支

配
者

階

級

は

、

ア

ル
メ

ヘ
ン
と

呼

ば

れ

る

世

襲

の
家

族

で
占

め

ら

れ

て

い
た

。

バ

タ

ブ

の
下

に
は

ア

ブ

・
ク

ッ
チ

・
カ
ブ

や

ア

ブ

・
ク

レ

ル
、

ア

フ

・
ホ

ル
ポ

ッ
プ

な

ど

の
役

人

に
あ

た

る

人

が

い
た

と

記

さ

れ

て

い
る

。

一
般

の
人

は

、

ア

ブ

・
チ

ェ
ム

バ

ル

・
ウ

ィ

ニ

ッ
ク

と

か

、

メ

ン
バ

・
ウ

ィ

ニ

ッ
ク

、

ヤ

ル
バ

・
ウ

ィ

ニ

ッ
ク

な
ど

と
呼

ば

れ

、
奴

隷

は

ペ

ン
タ

ッ
ク

と

呼

ば

れ

て

い
た

。

将

軍

は

、

世

襲

の
バ

タ

ブ

と

、

選

ぼ

れ

る

ナ

コ
ム

が

い
た

と

い
う

。
神

官

は

ア

ブ

・

キ

ン
で
あ

る

が

、

チ

ラ

ン
や

ア

ブ

・
メ

ン
と

い
う

預

言
者

や
呪

術

師

に

あ

た

る
人

も

い
た

。

　

古

典

期

の
碑

文

で
は

、

そ

れ

ら

と

同

じ
名

を

見

い
だ

す

こ
と

は

で

き

な

い
が

、

ア

ハ
ウ

や

バ
タ

ブ

の
文

字

は

見

つ
か

っ
て

い
る

。

碑

文

に
登

場

す

る

人

物

は

、
名

を
表

わ

す

文
字

に

、

い
く

つ
か

の
文

字

が
連

な

っ
て
生

起

し

て

い
る

。

そ

れ

ら

は

称

号

を

表

わ

す

文

字

に
違

い
な

い
が

、

十

六
世

紀

以
降

に
記

さ

れ
た

称

号

は
、

ま

だ

十

分

に
適

用

で
き

て

い
な

い
。

175


