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第33回

八杉佳穂
やすぎ よしほ

マヤ諸語

写真:ユ カタンのカエタノさん家族

 

マ
ヤ
諸

語

は
、

三
十

の
言

語

か
ら

な
り

、

八
百
万

人

ほ
ど

の
話
者

が
、

古

代

マ
ヤ
文

明

が
栄

え
た

の
と

ほ
ぼ
同

地
域

に
い
る
。

母

語
以

外

の
言
語

と

な

る

と
、

ふ

つ
う

一
つ
の
言

語

に
習
熟

す

る

の
が
や

っ
と

で
あ

る

が
、

た
く

さ

ん

の
言

語

に
精

通
し

た
人

も
中

に

は

い
る
。
私

は

日
本
語

さ
え
思

う

よ
う

に
操

れ

な

い
の

で
あ

る
か
ら
、

英

語
も

長

い
間
学

ん

で
き

た
が

、
当

然

で
き

な

い
。

マ
ヤ
諸

語

と
な

る
と

も

っ
と

ひ
ど

い
。
話

す

こ
と
も
聞

き
取

る

こ
と
も

で

き
な

い
。

そ
れ

で
も
時
折

調

査

に
行

く
。

そ
れ

は

マ
ヤ
諸
語

が

マ
ヤ
文
字

の
解

読

や

マ
ヤ
文
明

の
理

解

の
基

礎

と
な

る

か
ら

で
あ

る
。

た

だ
そ

の
た

め

に
、

不
向

き

な
調

査

や
言
語

学

や
考
古

学

な
ど

の

勉
強

を

し

て

い
る

に
過
ぎ

な

い
。

マ
ヤ

文
明

を
総

合
的

に
理
解

す

る

に
は
、

さ

ま
ざ

ま
な
観

点

か
ら

せ
ま

っ

て

い
か

な
け

れ
ば

な
ら
な

い
。

私

は

マ
ヤ
と

名
が

つ
く

も

の
な
ら

何

で
も
興

味
が

あ

る
が
、

な

か

で
も

マ
ヤ
人

が
文
字

を

使

っ
て

い
た

三
世
紀

か

ら
十
世

紀

の
古
典

期

マ
ヤ
時

代

の
言
語

は

ど

の
よ
う

な
も

の
で
あ

り
、
現

在

の
言
語

と

ど

の
く
ら

い
違

っ
て

い
る

か
が

最
大

の
関

心
事

で
あ

る
。

と

は

い
え

マ
ヤ

全

体

に
興
味

が
広

が

っ
て

い
る

の
で
、
言

語

の
調
査

は

ど
う

し

て
も
お

ろ
そ



か

に
な

っ
て

い
る
。

も
う

三
十

五
年

前

に
な

る
。

フ
ィ
ー

ル
ド

調
査

と
し

て
最

初

に
訪

れ

た

の

は
ワ

ス
テ

コ
語

が

話
さ

れ

る
サ

ン

・
ル
イ

ス

・
ポ

ト

シ
州

の
ア
キ

ス

モ
ン

で

あ

っ
た

。

マ
ヤ
諸
語

は

マ
ヤ
文
明

が

栄

え
た
地

域

に

か
た
ま

っ
て

い
る
。

と

こ
ろ
が

ワ

ス
テ

コ
語
だ

け

は
、
な

ぜ

か
遠

く
離

れ

た

ベ
ラ
ク

ル

ス
州

北
部

か

ら

サ

ン

・
ル
イ

ス

・
ポ

ト

シ
州
西

部

に

か
け

て
話

さ
れ

て

い
る
。

ワ

ス
テ

コ

語

と
親

縁
関
係

が

強

い
チ

コ
ム
セ

ル
テ

コ
語

は
現

在
死

語

で
あ

る
が
、

こ

ち

ら

の
方

は

マ
ヤ
諸

語
が

密
集

し

て

い
る
グ

ア
テ

マ
ラ
と

の
国

境

に
近

い
メ

キ

シ

コ
の
チ

ア
パ

ス
州

で
七
十

年
前

く

ら

い
ま

で
話

さ
れ

て

い
た
。

だ

か
ら

ワ

ス
テ

コ
語
が
北

に
移

動

し

た

の
か
、

そ

れ
と

も

ワ

ス
テ

コ
語

が
話

さ
れ

て

い

る
場

所

か
ら

ユ
カ

タ

ン
ま

で

の
全

域

に

マ
ヤ
諸

語

が
話

さ
れ

て

い
て
、
真

ん

中

に
ソ
ケ
語

や

ト
ト

ナ

コ
語

が

入

っ
て
き
た

の

か
、

そ

の
ど

ち
ら

か

で
あ

ろ

う

が
、

そ
れ

以
上

の
手

が

か
り

は

ま

っ
た
く

な

い
。

ア
キ

ス

モ
ン

に
行

っ
た

の
は
、

そ

の
不
思
議

を

体
感

し

た

か

っ
た

こ
と
も

理
由

の

一
つ
で
あ
る

が
、

と

も

か
く
ま
ず

は

マ
ヤ
諸
語

の
特

徴

で
あ

る
声

門
閉

鎖
音

を
聞

き

た

か

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

百
聞

は

一
見

に
し

か
ず

と
言
う

が
、

一
聞

で
長

い
間

疑
問

で

あ

っ
た
音

が

理
解

で

き
、
発

音

で
き

た

の

で
あ

る
。
声

門
閉

鎖
音

は
難

し

い

と
言

わ

れ

る
が
、
所

詮

人
間

が

発
す

る
音

で
あ
る
。

聞

け
ば

す
ぐ

ま
ね

で
き

る

も

の
で
あ

る

こ
と
を
実

感

し

た
。

フ

ィ
ー

ル
ド

ワ
ー

ク
で

も

っ
と
も
驚

い
た

の
は

、

マ
ヤ

で
も
女
性

が
水

汲

み
を

し

て
家
事

洗

濯
を

す

る

の
を

見

た

こ
と

で
あ

っ
た
。

当

た
り
前

の
こ
と

の
よ
う

で
あ

る
が

、

ど

こ

へ
行

っ
て
も

女
性

と
男

性

の
役
割

が
違

う

こ
と

に

新
鮮

な
驚

き

を

お
ぼ

え

た
も

の
で
あ

る
。

と

い
う

の
も

、
学

生
時

代

、

人
間

と

は
何

か
を
考

え

て

い
た

か
ら

で
あ

り
、
学

生
運

動

と
も
関

係

が

あ

っ
た
の

か
も

し

れ
な

い
。
人

間
平

等

と
は

い
う
も

の

の
、

男

と
女

は
違

う

も

の

だ
と

深
く

感
心

し

た

の
で
あ

る
。

も

う

一
つ
感

じ

入

っ
た

こ

と
が
あ

る
。
彼

ら

は

ト
ウ

モ

ロ
コ
シ
を

す

り

つ

ぶ
し

て
焼

い
た
ト

ル

テ
ィ
リ

ャ
や
蒸

し
た

タ

マ
リ

ッ
ト

と

ス
ー
プ

く

ら

い
の

質
素

な
食

生
活

を

し

て

い
る
。

人
間

毎
日

三
十

品

目
食

べ
な

い
と

い
け

な

い

と

か
言

わ
れ

る
が

、

そ
ん
な

こ
と

は
な
く

て
も

十
分

人
間

は
生

き

て

い
け

る

こ
と

に
、

こ
れ
ま

た

ひ
ど
く
感

動
し

た

の
で
あ

る
。

と

は

い
う

も

の

の
、

フ

ィ
ー

ル
ド

で
彼

ら

と
同

じ
よ
う

な
生

活
を

し

て

い
る
と
、

一
月

に
十

キ

ロ
も

痩

せ
た

の

で
、

過
酷

な
生

活
を

し

て

い
る
と
言

え

る

の
か
も

し

れ
な

い
。

彼

ら

の
生
活

は

基
本
的

に
農

業

で
あ

る
。

と
は

い
え

社
会

に
必
要

な

職
業

の
ほ
と

ん
ど

に
就

い
て

い
る
。

も

っ
と
も

非

イ

ン
デ

ィ

ヘ
ナ

の
人

た

ち
が
社

会

に
占

め

る
割

合

は
大

き

い
の

で
、

社
会

の
下

支

え
を

す

る
職
業

に
就

い
て

い
る
人
が

多

い
。

三
十

年

の
変

わ
り

よ
う

三
十
年

あ

ま
り

の
問

に
日
本

は
大

き
く

変

わ

っ
た
が

、

マ
ヤ

人
た

ち

の

お

か

れ

て

い
る
環

境

や
社
会

状
況

も
変

わ

っ
た
。

最
初

に
訪
れ

た

ア

キ

ス

モ
ン

を

二
十
数

年

ぶ
り

に
訪

ね
た

と
き
、

町

の
あ

ま
り

の
変

わ
り

よ

う

に
、

こ

こ

が
本

当

に

ア
キ

ス
モ

ン
な

の
か
と
ま

ど

っ
て
し

ま

っ
た
。

記
憶

の
衰

え

も
あ

ろ
う
が
、

そ

う
ば

か

り
で
は

な
く
、

記
憶

に
残

る
山

の
稜
線

が

そ

の
ま

ま

で

リ
レ
ー
連

載
▼
私

の
フ
ィ
!
ル
ド

ノ
ー
ト
か
ら
⑳
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あ

っ
た

こ
と

か
ら
、

ア

キ

ス
モ

ン
に
間
違

い
な

か

っ
た

。

し

か
し

ま

っ
た
く

違

う
町

の
ご

と
く
変

わ

り
果

て

て

い
た
。

ユ
カ
タ

ン
の
村

に
、

こ
れ
も

二
十

年

ほ
ど
経

て
再
び

訪

ね
た

と
き

は
、

ま

だ

記
憶

に
残

る
家

々
が
た

く

さ
ん
あ

っ
た
。

や

っ
か

い
に
な

っ
た
家

の
家
族

も
健

在

で
あ

っ
た
。

再
会

を
喜

ん
だ

の
だ

が
、

驚

い
た

こ
と

に
、

片
言

の
ス

ペ
イ

ン
語

し

か
話

せ

な

か

っ
た

奥

さ
ん
が

流
暢

に
ス

ペ
イ

ン
語
を

話

す
よ

う

に
な

っ
て

い
た
。

子

ど
も

た

ち
は
大

き
く

な

り
結
婚

し

て
子

ど

も
を
育

て
て

い
た
が

、

み
ん

な

ス
ペ
イ

ン
語

を
話

す
よ

う

に
な

っ
て

い
た

。

一
九
七

五

年

に
最
初

に

メ

キ

シ

コ
や
グ

ア

テ

マ
ラ

の
村

へ
行

っ
た

こ
ろ

は

、
ど

こ
も

｢方

言

｣
蔑

視

で
あ

っ
た

し
、
自

分

た

ち

の
母

語

に
言

い
し

れ

ぬ
劣

等

感
を

大
人

ば

か
り

か
子

ど
も

た

ち
も
感

じ

て

い
た
。

学
校

で
イ

ン
デ

ィ

ヘ
ナ

の
母

語
を

話

す
と

叩

か
れ
た

と

い
う
話

さ

え
聞

い
た

こ

と
が
あ

る
。

日
本

で
も
方

言
を

学
校

で
話

す

こ

と
を
禁

じ

た
り
、

蔑

ん

で

い
た

時
代

が
あ

っ
た

が
、

同

じ

こ
と

が

マ
ヤ

で
も

お
こ

っ
て

い
る

と
思

っ
た

も

の

で
あ

る
。

い
ま

で

も

イ

ン
デ

ィ

ヘ
ナ

の
言
語

に

は
文

法

さ

え

な

い
と

い
う

人

が

い

る
。

文
法

が

な

い
言
語

な

ん

て
あ

り
得

な

い
の

に
、

か

の
司

馬
遼

太
郎

で
さ

え

｢
日
本
語

は

『
て

に
を

は
』

で
結

ぶ
文
章

で
、
語
尾

は

ど
う

で
も

い

い
よ

う

な
、

な

ま

こ
み

た

い
な
、
軟

体
動

物

み

た

い
な
言
語

で
し

ょ
う
。

文

法
も

な
い
。
｣
(『日
本
人
を
考
え
る
ー

司
馬
遼
太
郎
対

談
集
』
文
藝
春
秋
社

一九
七
八
二
三
八
)

と
言

っ
て

い
た

の
だ

か
ら
、

無

理
も

な

い
こ

と

か
も

し

れ

な

い
。

 一
九
八
〇
年
代
に
入
っ
て
、
ス
ペ
イ
ン
語
教
育
政
策
が
実
を
結
ん
で
き

た

。
ど

こ

に
行

っ
て
も

ス
ペ
イ

ン
語

で
会
話

が
成

り
立

つ
よ
う

に
な

っ
た
。

同
時

に
イ

ン
デ

ィ

ヘ
ナ

言
語

の
存

亡

の
危
機

が
現

実
味

を
帯

び

て
き
た
。

そ

の
た
め

と

い

っ
て

い
い
だ

ろ
う
、

母

語
を
大

切

に
す

る
運
動

が
始

ま

っ
た
。

グ

ア
テ

マ
ラ

で
は
、

マ
ヤ

言
語

ア

カ
デ
ミ

ー
が

で
き
、

正
書
法

が
制

定

さ
れ

た
。

マ
ヤ
言
語

ア

カ
デ

ミ
ー

を

は
じ

め
、

オ
ク

マ
言
語
研

究
所

、

フ

ラ
ン

シ

ス

コ

・
マ
ロ
キ

ン
言

語
研

究

所

や
大
学

な

ど
が
積

極
的

に

マ
ヤ
諸
言

語

の
復

権

に
努

め

た

お
蔭

で
、
各

言

語

の
中
心

地

に

マ
ヤ

言
語

ア
カ

デ
ミ

ー

の
支

部

が

で
き
た

。

そ
し

て
辞
書

や

文
法

書
が

作

ら
れ
、

子

ど
も
た

ち

へ
の
教
育

や

識

字
教
育

な

ど
が

さ

か
ん

に
な

っ
て

い
る
。

以
前

は
自

分

の
話

す

言

語

を
書

き
知

る
人

な

ど

い
な

か

っ
た

の

で
あ

る

が
、

ど

の
言
語

に
も

少

な
く

と
も

数
人

、
母

語
を

自
由

に
書

け

る
人
が

い
る

よ
う

に
な

っ
た
。

し
か

も

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

を
使

い
、
言
語

資
料

の
作

成

に
励

ん

で

い
る
。

E
メ

ー

ル
で
連
絡

が

取

り
合

え
る
よ

う

に
な
り
、

地
球

が
小

さ

く

な

っ
て
き

た
こ

と
を
実

感

す

る
。

母

語
を

記
述

で

き
る
人

が
増

え

た

お
蔭

で
、
数

年
前
、

危
機

言
語

調
査

の

一
環

と
し

て
、

グ

ア
テ

マ
ラ

で
話

さ

れ

て
い
る

二
十

の

マ
ヤ
諸

語

の
う

ち
十

六

言

語

の

デ

ー

タ

を

集

め

る

こ

と

が

で

き

た

(網
》
Q∩
d
O
押

磯
o
ω
三
ゴ
o

(
e
d
.
)
(
2
0
0
3
)
M
a
t
e
r
i
a
l
e
s
 
d
e
 
l
e
n
g
u
a
s
 
m
a
y
a
s
 
d
e
 
G
u
a
t
e
m
a
l
a

.)
。

四

巻

か

ら
な

る

こ

の
本

は
、
各

言

語

五
九

三

の
質

問

項

目

で
七

九

〇
文

か
ら

な

る
。
各

項

は

ス

ペ
イ

ン
語

の
質

問

文
、

マ
ヤ
諸
言

語

で
そ
れ

に
あ

た
る
文

、

形
態

素

に
分
割

し

た
行
、

形
態

素

を
分

析

し
た
行

の
四
行

一
組

か
ら
な

る
。

一
六
言

語

の
う

ち
十
言

語

は

オ
ク

マ
言
語
研

究

所

で
働

い
て

い
る
母

語
話



者

に
記

述

し

て
も
ら

っ
た
。

残
り

は
私

が
現
地

に
赴

い
て
採

集
し

た
が

、
ど

こ

で
も
母

語

の
書

き
取

り
が

で
き

る
人

の
協
力

を
得

る
こ

と
が

で
き

た
。

と

は

い
え
文

法
的

な

分
析

は
、

す

べ
て

の
言

語

に
わ

た

っ
て
再

検

討
せ

ざ

る
を

得

ず
、

そ

の
た
め
、

何

ヶ
月

も

コ
ン
ピ

ュ
ー
タ

の
前

に
座

る
生
活

を

強

い
ら

れ
た

。

そ
れ

は
体

を

こ
わ
す

ほ
ど

つ
ら

い
仕
事

で
あ

っ
た

が
、

こ
れ

が

二
十

年

前

な
ら

、

も

っ
と
苦
労

を
強

い
ら

れ

た

で
あ
ろ

う
。

ま
ず

話
者

で
母
語

を

書

き

取

る

こ
と
が

で
き

る
人

が

い
な

い
、

コ

ン
ピ

ュ
ー
タ

が
な

い
、
適

切

な

文

法
書

や

辞
書

が

な

い
、

な

ど
ナ

イ
ナ

イ
ず

く
め

で
あ

っ
た

か
ら

で
あ

る
。

世

界
認

識

の
違

い

マ
ヤ
諸
語

を

研
究

し

て

い
て
、
世

界

の
見
方

が
逆

で
は
な

い
か
と

い
う

こ

と

に
気

づ

い
た

の
は
、
十

数
年
前

の
こ

と

で
あ

る
。

主
要

部

に
文

法
的

な

マ

市の日のアクアカタンの女性たち

ー

ク
を

つ
け

る
言

語

と
従
属

部

の

方

に

マ
ー
ク

を

つ
け

る
言
語

が
あ

る

こ

と

を

知

っ
た
。

そ

の

違

い

は
、

大
げ

さ

に
考

え

る
と
、

世
界

認
識

の
違

い
が
言
語

に
表

れ

て

い

る
と

い
う

こ

と

に
な

る
。

日
本

語

は
典

型
的

な
従

属

部

に

文

法
的

な
標

識

を

つ
け

る
言

語

で

あ

る
。

そ

れ

に
対

し
、

マ
ヤ
諸

語

は
主
要

部

に
文

法
標

識

を

つ
け

る

言

語

で
あ

る
。

マ
ヤ
諸

語

が
ど

れ
く

ら

い
違

う

か

を
理
解

し
て

も
ら

う
た

め

に
も

、
調
査

し

た
言
語

の
な

か
か

ら

｢
そ

の
男

は

そ

の
犬

を
殺

し

た
｣

と

い

う
典

型

的

な
他

動

詞

文

を
紙

面

が

許

す

限

り

挙
げ

て

み
よ

う

(尾
〉
ω
d
g

b。
O
O
ω
の
四
九
〇
番

)
。

と

い

っ
て
も
多

く

の

マ
ヤ
諸

語

で
は
、

｢
殺

す
｣

は

典
型

的

な
他

動

詞

で

は

な
く

、

｢
死

ぬ
｣

と

い
う
自

動

詞

の
使
役

形

(-ω
)

で

あ

る
。チ

ョ
ル
テ

ィ
語

モ
パ

ン
語

ポ

プ

テ

ィ
語

マ
ム
語

ア
ワ

カ
テ

コ
語

イ
シ

ル
語

ケ
ク
チ
語

ポ

コ
ム
チ
語

ウ
ス
パ

ン

テ

コ
語

キ
チ

ェ
語

サ
カ
プ

ル
テ

コ
語

⊆
-5
ロ
φ

年

S

9

℃
⑦
穴

餌

≦
ぎ

一三

①

§

三

評

亭

9

⇔
旨
-ωΦ
も

①
旨

"一.

×
む

-ω
・o
g

×
、
轟

』
ヨ

轟

〕
ヨ
卑

×

文

凶、

S
-S
豪
呂

.
呂

.宰

9

、巳

凶。
三
昌

件
×
ぐ
讐

《
Φ
遷

〕
亭
ξ

葺

φ

彗

巻

叶×
"一.

二

≦
コ
且

く
〇
二

党

9。
9

.
二

旨

"一.

×
も

-×
-冨

箏

ω
;

旨
.一.
=

三

B

×
む

÷

ざ

ロ
ー。。
鋤
-ご

冒

.陶.
一
乱

墨

ρ

∋
塁

≦
琶

9。
ρ

×
も

-婁

冨

ヨ
ーω
ロ
U
莚

旨

、凶.

ユ

8

三

×
-S
ホ

冨

ヨ

ーω
鉱

｢
=

N
"一、

×
む

・寧

冨

ヨ

ーω
・き

=

=

N
㎡
.
=

p。
。
9

昌

例
文

か
ら

わ

か
る

よ
う

に
、
文

の
主
要

素

で
あ

る
動
詞

に
主

語

や
目
的

語

を
示

す
人
称

が

つ
い
て
、
従

要
素

の
名

詞

の
方

に
は
何

も

つ
か
な

い
。

た
と

え
ば

チ

ョ
ル
テ

ィ
語

の

u
は

鋤

≦
凶三
写
圃
(
そ

の
人
)

と
照

応

し

、
の

は

目

的

語

の

鋤
a
 
p
e
k
'

"
(そ

の
犬
)

と
照

応

す

る
。

u
は

三
人
称

主
語

を
表

す
人

称

リ
レ
ー
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で

(φ
H
αQ
餌
け一く
①
)
、

三

人
称

目

的

語

は

表

す

必
要

が

な

い
た

め
¢

(ゼ

ロ
要

素

)

で
表

す

(餌
び
ωo
冒
戯
く
①
)
。

文

法

的

な
情

報

が

主

要

部

に

つ

い
て

い

る

か
ら

主
要

部

有

表
示

言

語

と

い
う

の
で

あ

る
。
亭
臨
昌
φ

拶
㍗
S
だ

け

で

｢
彼

が
そ

れ
を
殺

し

た
｣

と
な

り
、

十

分
文

に
な

る
。

そ

の
た

め
抱

合

言
語

と

い

っ
た

り
、
複

統

合
語

と

い
う

こ
と

が
あ

る
。

語

順
は
動

詞

卜
名

詞
-

名

詞
が
基

本
的

で
あ

る
が
、

名
詞

ー
動

詞
-

名
詞

と

ス

ペ
イ

ン
語

と
同

じ
語

順

を
と

る
よ

う

に
な

っ
た
言

語
も

み
ら

れ

る
。
名

詞

に
は
何

も
文

法
的

な
印

が

つ
か
な

い
。

そ

の
た
め
語

順
が

大
事

に
な

る
。

動

詞

(
V
)

の
次

に
来

る
名

詞
が

目
的

語

(0
)

で
、

そ

の
あ

と

に
来

る
名

詞
が

主
語

(S

)

の
場
合

(
V
O

S
)

と
、

動
詞

の
あ

と

に
来

る
名
詞

が
主

語

で
、

そ

の
次

に
来

る
名

詞

が
目

的
語

の
場

合

(V

S
O
)

が

あ
る
。
グ

ア

テ

マ
ラ
高
地

西

部

に
あ

る

マ
ム
語

や
ポ

プ

テ

ィ
語

な

ど
が

V
S
O

で
あ

り
、

そ

の
他

の
言

語

は
基

本
的

に
V
O

S

で
あ

る
。

イ

ン
デ

ィ

ヘ
ナ
言
語

は

五

百
年

の
間

に

ス

ペ
イ

ン
語

の
影

響
を

受

け

て
お

り
、
調

査

と
な

る

と
、

人

に
よ
り
、

か
し

こ
ま

っ
て
、

よ

り
規
範

的

な
文
を

わ
ざ

わ
ざ
言

っ
た
り

、

ス

ペ
イ

ン
語

で
日
常

す

ま
せ

て

い
る
語
彙

を
母

語

で

は
な

ん

と

い

っ
た

か
必
死

に
考

え

る

こ
と

が
よ

く
あ

る
。

た
と
え

ば

モ
パ

ン

語

の
場
合
、

S

V
O

の
形

を
最

初

に
聞

い
た
小
学

校

の
先
生

は
示

し

た
。

し

か
し

確

か
め

る
た

め

に
、

た

ま

た
ま
出

会

っ
た

国
会
議

員

や

マ
ヤ
言

語

ア
カ

デ

ミ
ー

の
人

に
聞

い
た
。

そ

う
す

る

と
、

V
O

S

の
文

で
答
え

て
き

た
。

も

ち
ろ

ん
V
O

S

の
方
が

よ

り
規

範
的

で
あ

り
、

S

V
O

の
方
が

一
般

的

で
あ

る

こ

と
は

こ
れ

ま
で

の
調

査

で

よ
く

わ

か

っ
て

い
た

の

で
あ

る
が

、

さ
て
ど

ち
ら
を
例

文

と

し

て
と
る

か
、

困

る

こ
と
が

よ
く

あ

る
。

先

に

｢
そ

の
男

が

そ

の
犬

を
殺

し

た
｣

と

い
う

文

を
挙
げ

た

が
、

ア

ワ
カ

テ

コ
語

の
デ

ー

タ
を
取

り

に
行

っ
た
最

初

の
年

に
得

た
文

は
次

の
よ
う
な

も

の
で
あ

っ
た

。

《
y
e
 
y
a
a
j
 
n
-
k
y
i
m
-
s
-
a
a
n
 
y
e
 
t
x
'
i、

ア

ワ

カ
テ

コ
語

に
は
長

母
音

と
短

母
音

が

あ

る
。
鴇
僧
a

や

画
帥
コ
は
音

声

的

に
は
長

母
音

で
あ

っ
た
。

し
か
し

次

の
年

に
行

っ
た

と
き

、

イ

ン
フ

ォ
ー

マ

ン
ト

の
強

い
希
望

に
応

え
、

規
範

文
法

に
従

う

こ
と

に
し

て
、
《
y
e
 
y
a
j
 
n
-

k
y
i
m
-
s
-
a
n
 
y
e
 
t
x
'
i

、一植
と
書

き
換

え

る

こ
と

に
し
た

。

実

は
、

二
〇
〇

二
年

に
ア

ワ
カ
テ

コ
語

の
規
範

文
法

が
出

版

さ

れ
た

が
、

そ

の
間

に
、

音

韻
解

釈

の
議

論
が

さ

か

ん
に
さ

れ
た

と

い
う
。

そ

の
結
果

、

そ

の
ほ
と

ん
ど

が
長

母
音

に
す

る
必
要

が

な

い
と

い
う
結
論

に
達

し
た

そ
う

で

あ

る
。
長

母

音

が

必

要

な

の

は
、
d
a
a
q
(葉

)
、
s
i
i
c
h(タ

バ

コ
)
、c
h
i
i
'

、
(
イ
ト

ラ

ン
)
t
x
'
o
o
t
x
'
(肝

臓
)
、
b
'
u
u
c
h
'
(遅

い
)
な

ど

の
十

二

語

だ

け

だ

と

い
う
。

こ

れ

ら

は

ミ

ニ

マ
ル

ペ

ア

の
x
a
q

(土

塊
)
、
s
i
c
h
'

(叫

び
)
、
c
h
i
'(甘

い
)
、
t
x
'
o
t
x
'

(大

地

)
、
b
'
u
c
h
'
(花

)

な

ど

が

存

在

す
る

か
ら

で
あ

る
。
音

声

的

に
は
長

母
音

が
存
在

す

る
が

、

ミ

ニ
マ
ル

ペ
ア

の
な

い
長
母

音

は
す

べ
て
短
母
音

扱

い
に
し
た

た

め
、
長

母
音

を
持

つ
語
が

極

端

に
少

な
く

な

っ
た
。

こ

れ
は
考

察

に
値
す

る

が
、

イ

ン
デ

ィ

ヘ
ナ
言
語

学

者
自

身

に

よ

っ
て

こ
の
よ
う

な
解

釈
が

な

さ
れ

る
段
階

に
達
し

て

き
た

の

は
、

実

に
感

慨

深

い
。

(国
立

民
族
学

博
物

館

/
中

米

言
語
学

)
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information

マヤ諸語とは

マヤ諸語はメキシコのユカタ ン半島の

諸州、チアパス州、 タバスコ州、それ に

グアテマラで主に話 されている。 しか し

ホンジュラス西部 にもチ ョルテ ィ語話者

が若干いる。ベ リーズ にはユカテ コ語 と

イツァ語、モパ ン語話者が少 しと、南部

にケクチ語が グアテマ ラか ら近年侵入 し

ている。マヤ諸語の分布 は、マヤ文明が

栄 えた地域 と重なるが、 ワステコ語だけ

が、遠 く離れたサ ン ・ルイス ・ポ トシ州

東部か ら隣接す るベラクルス州北部 にか

けて12万 人 ほどによって話 されてい る。

人 口は数万から数十万が ほとん どであ

るが、数百人 しかいない トゥサ ンテコ語

やモチ ョ語な どもあ る。話者の最 も少な

いのはラカンドン語(約100人)で 、多

いのはキチェ語 で200万 人 に達する勢い

であ る。

マヤ諸語 は低地言語 と高地言語に大 き

く分 かれ る。簡 単 に言 う と、q/q'を 持

つのが高 地言語で、それがk/k'に 変わ

ったのが低地言語である。そして動詞 に

ついて主語や 目的語 を表す人称辞が、動

詞 の前に くるのが高地言語で、動詞の前

後 に分かれるのが低地言語である。

マヤ諸語はマヤ文字の もととなった言

語 であるが、マヤ文字 の言語は低地言語

を反映 している。 しか し低地言語 は、高

地言語 のk/k'がk/k'の ままの ユ カテ

コ語群 とch/ch'に 変 わ ったチ ョル語群

に分かれる。マヤ文字の言語 は、音節文

字 の解 読 か ら、k/k'を 保 持 し て、ch/

ch'に 変 わっ てい ない段 階 の言 語 で あ

.る。

グア テマ ラで は、80年 代後 半か らス

ペイ ン語教育がさかんになるとともに、

母語教育 も考慮され始めた。ポ コマム語

や モパ ン語 な どが話 されてい る地域 で

は、公教育で母語による授業 も行 われ る

ようになって、母語が消滅 の危機 にさら

されていることがいよいよ現実味をおび

て きた。 と くに都 会や その隣接地 域で

は、 スペイン語が主であ り、インデ ィヘ

ナ家庭内で も母語が使われ ることが少 な

くなってい る。親が話 していても子 ども

は話さない、すわなち、理解できるが話

す ことがで きない受動的な話者がい ま多

い。その次に くるのは、スペイン語だけ

しか話せ ない世代 となるのは明 らかであ

る。キチェ語やカクチケル語な どは話者

数が多 く、危機言語 とは言 えないか もし

れない。 しか し確実 にスペ イン語が家庭

内にも浸透 している。それは教育 の普及

や親のスペ イン語重視 という意識 の問題

もあるが、テレビやラジオなどのマスメ

デ ィアや コンピュータの普及 も大 きい。

現在オクマ言語研究所で活躍 している

言語 学者 は、20歳 代 か ら40歳 代 である

が、何人かに話 を聞 くと、小学校 に入っ

てか ら初めてスペイ ン語 を学び始 めたと

い う。母語はスペイ ン語でないため、一

見流暢 にスペイン語を話すが、 ときたま

詰 まる ことがあるし、ち ょっとした難 し

い語彙 など、不安が ってこち らに尋ねる

こ とが ある ことを短い間 の会話で知 つ

た。それは高等教育の不完全 さか もしれ

ないが、それ以上 に母語 であるかないか

の違いの方が大 きいのではなか ろうか。


