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【
要
約
】

古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
の
始
ま
り
は
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
に
遡
り
︑
そ
の
指
標
は
神
殿
建
設
と
さ
れ
る
︒
形
成
期
︵
前
三
〇
〇
〇
-
五
〇
年
︶
に

多
く
の
神
殿
が
建
設
さ
れ
た
が
︑
各
神
殿
は
石
や
日
干
し
レ
ン
ガ
な
ど
の
建
築
材
で
同
じ
場
所
で
建
て
直
さ
れ
る
こ
と
で
結
果
的
に
大
規
模
化
し
た
︒
ま

た
神
殿
の
建
設
︑
更
新
活
動
の
継
続
に
伴
い
社
会
が
大
規
模
化
︑
複
雑
化
し
た
︒
神
殿
の
建
設
は
︑
儀
礼
に
関
わ
る
集
団
の
実
践
の
結
果
で
あ
り
︑
当
事

者
が
意
識
︑
予
想
し
な
い
結
果
を
も
た
ら
し
た
と
言
え
る
︒
形
成
期
の
神
殿
を
中
心
と
し
た
社
会
は
国
家
や
首
長
制
社
会
な
ど
政
体
の
既
存
の
分
類
モ
デ

ル
で
は
十
分
に
説
明
で
き
な
い
た
め
︑
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
考
え
を
導
入
す
る
︒
ま
た
宗
教
的
儀
礼
と
神
殿
な
ど
の
物
質
の
関
係
を
整
理
す
る
た

め
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
概
念
を
援
用
し
︑
政
治
と
経
済
の
要
素
が
儀
礼
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
関
係
性
を
記
述
す
る
︒
最
後
に
初
期
の
神

殿
の
更
新
活
動
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
︑
競
合
や
個
人
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
で
は
な
く
︑
協
同
︑
集
合
行
為
と
い
う
概
念
を
用
い
て
説
明
す
る
︒

史
林

一
〇
二
巻
一
号

二
〇
一
九
年
一
月

一

は

じ

め

に

今
か
ら
二
〇
万
年
前
ま
で
に
は
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
が
誕
生
し
︑
地
球
上
に
拡
散
し
た
︒
ホ
モ
・
サ
ピ
エ
ン
ス
は
ほ
と
ん
ど
の
時
間
を
比
較

的
小
規
模
な
集
団
で
移
動
性
の
高
い
生
活
を
し
て
過
ご
し
て
き
た
︒
し
か
し
そ
の
後
︑
世
界
の
い
く
つ
か
の
場
所
で
︑
文
明
と
呼
ば
れ
る
大
規

模
で
複
雑
な
社
会
形
態
が
発
展
し
︑
そ
れ
は
地
球
上
の
人
間
の
大
部
分
を
飲
み
込
む
こ
と
と
な
っ
た
︒

文明の誕生（渡部）
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本
論
文
で
は
文
明
が
ど
の
よ
う
に
始
ま
っ
た
の
か
︑
そ
し
て
文
明
初
期
の
社
会
が
ど
の
よ
う
な
特
徴
を
有
し
て
い
た
の
か
を
議
論
す
る
︒
事

例
と
し
て
︑
南
米
大
陸
の
古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
を
取
り
上
げ
る
︒
ア
ン
デ
ス
考
古
学
で
は
︑
文
明
と
認
め
ら
れ
る
社
会
が
発
展
し
た
初
期
の
時

代
を
形
成
期
と
呼
ぶ
︒
国
家
と
呼
ば
れ
る
政
治
的
指
導
者
を
中
心
と
し
た
社
会
は
後
一
世
紀
に
誕
生
す
る
が
︑
形
成
期
は
そ
れ
よ
り
も
前
の
時

代
で
あ
り
︑
神
殿
︑
そ
こ
で
見
つ
か
る
遺
物
の
特
徴
に
基
づ
き
時
期
区
分
さ
れ
て
い
る
︒
本
論
で
は
形
成
期
の
編
年
と
し
て
︑
早
期
︵
前
三
〇

〇
〇
-
一
五
〇
〇
年
︶
︑
前
期
︵
前
一
五
〇
〇
-
一
二
〇
〇
年
︶
︑
中
期
︵
前
一
二
〇
〇
-
八
〇
〇
年
︶
︑
後
期
︵
前
八
〇
〇
-
五
〇
〇
年
︶
︑
末
期
︵
前
五
〇

〇
-
五
〇
年
︶
と
い
う
区
分
を
用
い
る
︵
加
藤
・
関
編

一
九
九
八
︶
︒

二
章
で
ア
ン
デ
ス
文
明
形
成
期
研
究
の
流
れ
を
概
観
し
︑
三
章
︑
四
章
で
ア
ン
デ
ス
文
明
初
期
の
社
会
の
特
徴
を
説
明
し
︑
五
章
で
文
明
形

成
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
考
察
す
る
︒
六
章
か
ら
八
章
で
ア
ン
デ
ス
形
成
期
社
会
を
記
述
す
る
枠
組
み
に
つ
い
て
論
じ
る
︒
最
後
に
議
論
を

ま
と
め
︑
今
後
の
課
題
に
つ
い
て
述
べ
る
︒

二

ア
ン
デ
ス
文
明
の
起
源
を
求
め
て

日
本
の
ア
ン
デ
ス
文
明
調
査
団
が
組
織
さ
れ
た
の
が
一
九
五
八
年
︒
そ
れ
以
来
現
在
ま
で
︑
日
本
人
の
ア
ン
デ
ス
研
究
者
の
多
く
が
研
究
対

象
と
し
て
き
た
の
が
ア
ン
デ
ス
文
明
の
形
成
期
と
呼
ば
れ
る
︑
前
三
〇
〇
〇
年
か
ら
前
五
〇
年
頃
の
約
三
千
年
間
の
時
代
で
あ
る
︒
日
本
人
に

よ
る
ア
ン
デ
ス
考
古
学
研
究
は
︑
初
期
の
比
較
的
小
規
模
な
社
会
で
は
な
く
︑
当
初
か
ら
文
明
と
い
う
大
規
模
で
複
雑
な
社
会
を
対
象
と
し
て

き
た
︒

日
本
調
査
団
は
一
九
六
〇
年
に
︑
ペ
ル
ー
北
高
地
の
ア
ン
デ
ス
山
脈
の
東
斜
面
に
位
置
す
る
コ
ト
シ
ュ
と
い
う
遺
跡
を
発
掘
し
︵
図
�
︶
︑

先
土
器
時
代
の
神
殿
の
存
在
を
実
証
的
に
明
ら
か
に
し
た
︵
Izum
i&
Sono
[eds.]1963;Izum
i&
T
erada
[eds.]1972;鶴
見
・
サ
ラ

二
〇
一
六
︶
︒

そ
れ
は
ゴ
ー
ド
ン
・
チ
ャ
イ
ル
ド
に
よ
る
枠
組
み
が
広
く
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
た
一
九
六
〇
年
代
当
時
の
常
識
に
は
当
て
は
ま
ら
な
い
事
実
で

あ
り
︑
世
界
的
な
大
発
見
で
あ
っ
た
︵
チ
ャ
イ
ル
ド

一
九
五
七
﹇
一
九
三
六
﹈︶
︒
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図� 本論文で言及する遺跡

文明の誕生（渡部）
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チ
ャ
イ
ル
ド
の
考
え
に
従
え
ば
︑
人
類
史
に
お
い
て
新
石
器
革
命
と
都
市
革
命
と
い
う
大
き
な
出
来
事
が
あ
っ
た
︒
人
類
は
新
石
器
時
代
に

定
住
︑
農
耕
︑
牧
畜
を
始
め
︑
そ
れ
に
伴
い
家
を
造
る
た
め
に
木
を
加
工
す
る
磨
製
石
斧
が
あ
ら
わ
れ
︑
定
住
生
活
に
伴
い
主
に
植
物
を
煮
る

た
め
の
土
器
製
作
が
始
ま
っ
た
︒
そ
れ
が
新
石
器
革
命
と
呼
ば
れ
る
︒
そ
し
て
農
耕
が
集
約
化
す
る
に
つ
れ
︑
余
剰
生
産
物
が
生
ま
れ
︑
そ
れ

に
伴
い
食
料
生
産
に
携
わ
る
人
々
と
そ
う
で
な
い
集
団
が
分
離
し
︑
そ
う
し
て
様
々
な
職
業
が
生
ま
れ
︑
文
字
が
使
用
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒

そ
れ
を
チ
ャ
イ
ル
ド
は
都
市
革
命
と
呼
ん
だ
︒
人
間
は
集
住
し
︑
政
治
経
済
的
機
能
の
集
中
す
る
都
市
が
生
ま
れ
︑
宮
殿
や
神
殿
な
ど
の
公
共

建
造
物
が
建
て
ら
れ
た
︒
そ
し
て
都
市
を
含
む
社
会
は
文
明
と
呼
ば
れ
た
︒

社
会
の
生
産
様
式
に
注
目
し
た
チ
ャ
イ
ル
ド
の
枠
組
み
は
非
常
に
理
解
し
や
す
い
た
め
一
つ
の
パ
ラ
ダ
イ
ム
に
な
っ
て
い
た
︒
も
ち
ろ
ん

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
事
例
を
中
心
に
組
み
立
て
ら
れ
た
チ
ャ
イ
ル
ド
の
モ
デ
ル
が
︑
全
世
界
に
そ
の
ま
ま
適
用
で
き
る
わ
け
で
は
な
い
こ
と
は
認
識

さ
れ
て
い
た
︒
例
え
ば
第
二
次
世
界
大
戦
後
︑
西
ア
ジ
ア
で
は
農
耕
は
始
ま
っ
て
い
る
が
土
器
が
ま
だ
製
作
さ
れ
て
い
な
い
時
代
の
存
在
が
確

認
さ
れ
︑
先
土
器
新
石
器
時
代
と
命
名
さ
れ
た
︵
三
宅

二
〇
一
五
︶
︒
し
か
し
︑
そ
れ
は
西
ア
ジ
ア
に
お
い
て
新
石
器
時
代
の
要
素
が
時
間
差

を
伴
っ
て
出
現
す
る
こ
と
を
示
し
て
い
る
の
み
で
あ
り
︑
ま
た
︑
主
食
と
な
る
麦
は
臼
で
製
粉
さ
れ
て
食
べ
ら
れ
た
と
考
え
ら
れ
る
た
め
︑
農

耕
を
基
盤
と
し
て
い
る
と
い
う
点
で
は
︑
チ
ャ
イ
ル
ド
の
枠
組
み
は
揺
ら
ぐ
こ
と
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒

そ
し
て
一
九
六
〇
年
の
コ
ト
シ
ュ
の
発
見
が
続
く
︒
ア
ン
デ
ス
で
は
新
石
器
革
命
の
指
標
で
あ
る
土
器
製
作
よ
り
も
前
に
︑
都
市
革
命
の
指

標
で
あ
る
公
共
建
造
物
︵
神
殿
︶
が
建
設
さ
れ
た
︒
そ
れ
は
農
耕
に
よ
り
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
な
ど
が
本
格
的
に
栽
培
さ
れ
る
前
の

時
代
の
こ
と
で
あ
っ
た
︒
そ
の
た
め
︑
チ
ャ
イ
ル
ド
の
枠
組
み
自
体
を
根
本
的
に
問
い
直
す
必
要
性
が
生
じ
た
︒

先
土
器
時
代
の
神
殿
は
︑
そ
の
後
ア
ン
デ
ス
の
他
の
遺
跡
で
も
相
次
い
で
見
つ
か
り
︑
コ
ト
シ
ュ
が
例
外
で
は
な
か
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
と

な
っ
て
い
る
︒
現
在
の
と
こ
ろ
最
古
の
神
殿
群
は
ペ
ル
ー
の
海
岸
地
帯
に
あ
り
︑
そ
の
年
代
は
前
三
〇
〇
〇
年
よ
り
古
く
に
遡
る
と
さ
れ
て
い

る
︵
F
uchs
et
al.2008,2010︶
︒
そ
し
て
神
殿
建
設
は
場
所
を
変
え
な
が
ら
三
千
年
間
も
続
き
︑
そ
の
間
に
国
家
は
生
ま
れ
な
か
っ
た①
︒
安
定

し
て
い
る
と
み
る
こ
と
も
で
き
る
が
︑
発
展
し
な
か
っ
た
と
説
明
す
る
こ
と
も
で
き
る
︒
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ま
た
ト
ル
コ
の
ギ
ョ
ベ
ク
リ
・
テ
ペ
遺
跡
の
事
例
が
示
す
よ
う
に
︑
西
ア
ジ
ア
で
も
先
土
器
時
代
に
宗
教
的
建
造
物
が
存
在
し
た
こ
と
が
明

ら
か
と
な
っ
た
︵
Schm
idt
2009︶
︒
し
か
し
︑
ア
ン
デ
ス
の
事
例
は
︑
三
千
年
も
の
間
︑
連
続
的
に
神
殿
を
作
り
続
け
た
点
が
西
ア
ジ
ア
の
例

と
異
な
る
︒
ま
た
西
ア
ジ
ア
の
事
例
で
は
︑
ギ
ョ
ベ
ク
リ
・
テ
ペ
が
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
文
明
の
始
ま
り
と
認
定
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
文
明
の

始
ま
り
は
も
っ
と
後
の
時
代
に
お
か
れ
る
︒
大
規
模
な
建
造
物
の
建
設
が
連
続
し
た
わ
け
で
は
な
く
︑
停
止
し
た
た
め
で
あ
る
︒

ア
ン
デ
ス
の
事
例
は
世
界
的
に
見
て
非
常
に
ま
れ
で
あ
る
︒
ま
た
ア
ン
デ
ス
は
し
ば
し
ば
︑
文
字
︑
貨
幣
︑
市
場
︑
製
鉄
技
術
︑
車
輪
な
ど

が
欠
如
し
て
い
る
と
い
う
点
で
も
︑
例
外
的
に
扱
わ
れ
る
︒
本
論
で
は
︑
ア
ン
デ
ス
文
明
を
例
外
と
し
て
で
は
な
く
︑
文
明
の
一
形
態
︑
レ

パ
ー
ト
リ
ー
の
一
つ
と
し
て
扱
う
こ
と
で
︑
古
代
文
明
の
特
徴
を
よ
り
汎
用
性
の
あ
る
方
法
で
論
じ
る
︒
ア
ン
デ
ス
の
場
合
︑
例
え
ば
図
像
や

建
築
に
認
め
ら
れ
る
構
造
な
ど
︵
渡
部

二
〇
一
〇
︶
︑
形
成
期
か
ら
イ
ン
カ
帝
国
ま
で
連
続
的
︑
あ
る
い
は
断
続
的
に
引
き
継
が
れ
た
要
素
が

あ
っ
た
︒
本
論
文
で
は
︑
ア
ン
デ
ス
文
明
の
最
終
期
に
登
場
し
た
イ
ン
カ
帝
国
︵
後
十
五
-
十
六
世
紀
︶
な
ど
を
参
照
し
つ
つ
︑
文
明
の
興
り
を

考
え
て
い
き
た
い
︒

①

ポ
ゾ
ル
ス
キ
ー
夫
妻
は
形
成
期
の
カ
ス
マ
谷
の
事
例
を
基
に
形
成
期
社
会
を
国

家
と
し
て
捉
え
て
い
る
︵
Pozorski
&
Pozorski
1987︶︒
し
か
し
形
成
期
社

会
を
国
家
と
捉
え
る
立
場
は
少
数
派
で
あ
る
︒

三

文
明
︑
複
雑
性
の
特
徴

こ
こ
で
は
タ
イ
プ
と
し
て
の
文
明
と
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
文
明
を
分
け
︑
議
論
を
整
理
し
た
い
︒
タ
イ
プ
と
し
て
の
文
明
と
は
︑
人
間
集
団

の
文
化
シ
ス
テ
ム
で
は
な
く
︑
社
会
シ
ス
テ
ム
の
一
つ
の
あ
り
方
を
い
う
︵
大
貫

一
九
九
一
︶
︒
精
巧
な
文
化
的
作
品
で
あ
っ
て
も
︑
そ
れ
が

小
規
模
社
会
の
も
の
で
あ
る
な
ら
ば
︑
文
明
の
要
素
と
は
見
な
さ
れ
な
い
︒
文
明
と
さ
れ
る
の
は
︑
あ
く
ま
で
大
規
模
で
複
雑
な
文
明
社
会
の

文
化
的
要
素
で
あ
る
︒
換
言
す
れ
ば
文
化
的
要
素
を
社
会
シ
ス
テ
ム
よ
り
も
優
先
さ
せ
て
は
︑
文
明
を
的
確
に
捉
え
る
こ
と
は
で
き
な
い
︒

以
上
の
よ
う
な
社
会
の
タ
イ
プ
と
し
て
文
明
を
静
態
的
に
捉
え
る
見
方
と
は
異
な
り
︑
プ
ロ
セ
ス
と
し
て
の
文
明
と
は
︑
各
社
会
そ
し
て
諸

文明の誕生（渡部）
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社
会
間
関
係
の
大
規
模
化
・
複
雑
化
の
過
程
の
こ
と
を
指
す
︒
こ
の
プ
ロ
セ
ス
に
含
ま
れ
る
個
別
の
社
会
が
タ
イ
プ
と
し
て
の
文
明
社
会
で
あ

る
︒
本
論
の
目
的
は
文
明
が
成
立
し
た
過
程
︑
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
考
察
す
る
こ
と
で
あ
り
︑
個
別
の
社
会
が
文
明
か
ど
う
か
を
判
定
す
る
基
準
を

設
定
す
る
こ
と
や
︑
社
会
を
静
態
的
に
捉
え
︑
社
会
間
の
線
引
き
を
し
︑
タ
イ
プ
分
類
す
る
こ
と
で
は
な
い
︒

大
規
模
と
は
人
口
の
多
い
こ
と
︑
複
雑
と
は
多
種
多
様
な
人
間
集
団
︑
お
よ
び
そ
れ
に
伴
う
物
質
的
証
拠
が
認
め
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
で
あ

る
︒
現
在
は
文
明
と
い
う
用
語
で
は
な
く
︑
複
雑
性
︵
com
plexity
︶
︑
複
雑
社
会
︵
com
plex
society
︶
と
い
う
概
念
が
用
い
ら
れ
る
場
合
が
多

い
が
︑
文
明
社
会
の
事
例
は
複
雑
社
会
に
含
ま
れ
る
︒

ア
ン
デ
ス
研
究
者
の
ジ
ャ
ス
テ
ィ
ン
・
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
は
近
著
﹃
文
明
を
殺
め
る
﹄
で
︑
段
階
と
し
て
の
文
明
︑
社
会
の
タ
イ
プ
と
し
て
の

文
明
の
問
題
点
を
指
摘
し
て
い
る
︵
Jennings
2016︶
︒
そ
し
て
文
明
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
に
︑
ア
ー
バ
ニ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
︵
都
市
化
︶
︑
植
民
化
︑

国
家
形
成
︑
文
化
ホ
ラ
イ
ズ
ン
︵
大
規
模
な
相
互
交
流
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
︶
と
い
う
四
つ
の
要
素
に
分
解
し
て
議
論
す
る
こ
と
を
提
唱
し
て
い
る

︵
Jennings
2016:
xii︶
︒
し
か
し
︑
こ
れ
ら
四
つ
の
要
素
は
い
ず
れ
も
文
明
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
り
︑
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
も
の
で

は
な
い
︒
そ
れ
ら
の
動
き
を
総
体
と
し
て
捉
え
︑
全
体
的
に
記
述
す
る
た
め
の
概
念
と
し
て
の
文
明
は
有
効
で
あ
り
︑
ア
ン
デ
ス
文
明
や
メ
ソ

ポ
タ
ミ
ア
文
明
な
ど
を
他
の
言
葉
で
置
き
換
え
る
の
は
難
し
い
で
あ
ろ
う
︒
ち
な
み
に
ジ
ェ
ニ
ン
グ
ス
が
挙
げ
た
四
つ
の
要
素
の
う
ち
︑
ア
ン

デ
ス
形
成
期
の
事
例
を
考
え
る
際
に
重
要
な
の
は
文
化
ホ
ラ
イ
ズ
ン
で
あ
り
︑
他
の
三
つ
の
要
素
は
後
の
時
期
に
登
場
す
る
国
家
に
伴
う
特
徴

で
あ
る
︒

こ
れ
ま
で
複
雑
社
会
の
特
徴
の
う
ち
︑
階
層
性
と
い
う
人
間
集
団
の
上
下
関
係
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
た
が
︑
現
在
で
は
そ
れ
だ
け
で
は
な

く
︑
水
平
方
向
の
︑
職
業
や
性
別
な
ど
に
よ
る
役
割
分
担
に
よ
る
複
雑
性
︑
換
言
す
れ
ば
階
層
性
で
は
な
い
複
雑
性
が
注
目
さ
れ
︑
そ
れ
を
説

明
す
る
た
め
ヘ
テ
ラ
ル
キ
ー
と
い
う
概
念
な
ど
が
用
い
ら
れ
る①
︵
cf.C
rum
ley
1987;K
ohring
&
W
ynne-Jones
[eds.]2007︶
︒
複
雑
性
を
︑
ケ

ン
ト
・
フ
ラ
ナ
リ
ー
は
︑
集
中
性
︵
centralization
︶
と
分
離
性
︵
segregation
︶
と
い
う
二
つ
の
変
数
に
分
解
し
︵
F
lannery
1972︶
︑
ラ
ン

ド
ー
ル
・
マ
グ
ワ
イ
ア
は
不
平
等
︵
inequality
︶
と
不
均
質
︵
heterogeneity
︶
と
い
う
変
数
に
分
解
し
た
︵
M
cG
uire
1983︶
︒
い
ず
れ
も
垂
直
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方
向
の
複
雑
性
と
︑
水
平
方
向
の
複
雑
性
を
示
し
て
い
る
︵
C
hapm
an
2007︶
︒
い
か
な
る
社
会
で
も
あ
る
程
度
の
複
雑
性
は
認
め
ら
れ
る
が
︑

文
明
社
会
の
場
合
︑
複
雑
性
が
増
加
す
る
志
向
性
を
有
す
る
点
が
特
徴
で
あ
る
︒

ア
ン
デ
ス
文
明
の
最
終
形
は
イ
ン
カ
帝
国
で
あ
る
︒
そ
こ
か
ら
︑
そ
う
し
た
大
規
模
で
複
雑
な
社
会
が
生
じ
る
始
ま
り
は
い
つ
ま
で
遡
る
か

を
考
え
る
と
︑
神
殿
に
行
き
着
く
︒
そ
れ
ら
は
祭
祀
セ
ン
タ
ー
︑
よ
り
一
般
的
に
記
念
碑
的
建
造
物
と
呼
ば
れ
る
建
築
の
こ
と
で
あ
る

︵
B
urger
&
Salazar
2012︶
︒

ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
神
殿
遺
跡
は
数
百
確
認
さ
れ
て
い
る
が
︑
そ
れ
ら
は
全
て
一
夜
に
し
て
で
き
た
わ
け
で
は
な
く
︑
長
期
間
の
プ
ロ
セ
ス

の
結
果
と
し
て
大
規
模
化
し
た
︒
現
在
観
察
で
き
る
遺
跡
の
姿
は
︑
最
終
的
に
到
達
し
た
神
殿
の
規
模
を
示
し
て
い
る
︒
文
明
を
そ
う
し
た
長

期
間
に
わ
た
る
流
れ
と
し
て
考
え
る
際
に
重
要
な
の
は
︑
諸
社
会
間
の
関
係
が
大
規
模
化
︑
複
雑
化
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
総
合
的
に
説
明
す
る

枠
組
み
で
あ
る
︒

①

ヘ
テ
ラ
ル
キ
ー
は
本
来
︑
一
九
四
五
年
に
ウ
ォ
ー
レ
ン
・
マ
カ
ロ
ッ
ク
が
用
い

始
め
た
言
葉
で
あ
り
︑
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
で
は
な
い
関
係
を
指
す
の
に
用
い
ら
れ
た
︒

そ
れ
を
考
古
学
に
応
用
を
始
め
た
の
が
キ
ャ
ロ
ル
・
Ｌ
・
ク
ラ
ム
リ
ー
で
あ
る

︵
C
rum
ley
1987︶︒
そ
し
て
ヘ
テ
ラ
ル
キ
ー
を
﹁
上
下
関
係
で
は
な
い
場
合
の

要
素
間
の
関
係
を
指
し
︑
様
々
な
方
法
で
上
下
関
係
が
生
ま
れ
う
る

﹂

︵
C
rum
ley
1995︶
と
定
義
し
︑
ギ
ル
・
ス
タ
イ
ン
は
﹁
ヘ
テ
ラ
ル
キ
ー
概
念

の
鍵
と
な
る
考
え
方
は
︑
権
力
関
係
が
柔
軟
で
︑
偶
然
的
で
︑
常
に
変
化
し
う
る

と
い
う
点
に
あ
る

﹂︵
Stein
1998:7︶
と
補
足
す
る
︒
こ
の
よ
う
に
︑
階
層
化

さ
れ
な
い
権
力
関
係
を
指
す
た
め
に
︑
ま
た
不
平
等
が
維
持
さ
れ
る
と
い
う
意
味

で
静
態
的
な
概
念
で
あ
る
ヒ
エ
ラ
ル
キ
ー
に
対
し
︑
変
化
や
プ
ロ
セ
ス
を
意
識
し

た
動
態
的
な
概
念
と
し
て
ヘ
テ
ラ
ル
キ
ー
が
提
唱
さ
れ
た
︒

四

ア
ン
デ
ス
文
明
形
成
期

ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
単
位
の
中
核
に
神
殿
が
あ
る
と
想
定
さ
れ
る
︵
B
urger
&
Salazar
2012:409︶
︒
そ
し
て
形
成
期
研
究
で
は
︑
カ

ラ
ル
︑
ア
ス
ペ
ロ
な
ど
各
神
殿
の
名
称
を
用
い
て
︑
社
会
間
の
関
係
を
議
論
す
る
︒
便
宜
上
︑
神
殿
の
建
設
活
動
を
行
う
集
団
と
︑
そ
こ
で
行

わ
れ
る
儀
礼
に
参
加
す
る
集
団
が
一
対
一
で
対
応
す
る
と
想
定
さ
れ
る
︒
そ
し
て
一
つ
の
社
会
単
位
に
神
殿
が
複
数
あ
る
と
は
想
定
さ
れ
な
い
︒

文明の誕生（渡部）
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図? コトシュ遺跡の交差した手の神殿（Izumi & Terada [eds.] 1972）

一
方
︑
同
時
代
に
神
殿
を
有
し
な
い
社
会
も

存
在
す
る
が
︑
そ
れ
ら
は
こ
こ
で
の
議
論
の

対
象
外
で
あ
る
︒
む
し
ろ
形
成
期
早
期
に
は

神
殿
を
建
設
す
る
範
囲
は
狭
く
︑
神
殿
が
分

布
し
な
い
地
域
の
方
が
広
か
っ
た
︒

コ
ト
シ
ュ
遺
跡
は
い
く
つ
か
の
建
造
物
が

連
な
り
︑
重
な
り
合
っ
た
神
殿
で
あ
る
が
︑

最
も
有
名
な
の
は
﹁
交
差
し
た
手
の
神
殿
﹂

と
呼
ば
れ
る
部
屋
状
の
建
物
で
あ
る

︵
Izum
i
&
Sono
[eds.]
1963;
Izum
i
&

T
erada
[eds.]1972;
大
貫

一
九
九
八
︶
︒
そ
れ

は
一
辺
が
約
九
・
五
メ
ー
ト
ル
の
大
き
さ
の

方
形
の
建
物
で
南
側
に
出
入
口
が
あ
り
︑
中

央
の
炉
は
地
下
式
の
空
気
孔
に
よ
っ
て
外
部

と
繫
が
っ
て
い
る
︵
図
?
︶
︒
重
要
な
の
は

こ
う
し
た
建
物
が
複
数
互
い
に
通
路
や
階
段

に
よ
っ
て
連
結
さ
れ
て
お
り
︑
し
か
も
そ
れ

ら
が
何
度
も
作
り
替
え
ら
れ
た
結
果
︑
大
き

く
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
つ
ま
り
古
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い
建
物
が
下
に
埋
ま
っ
て
い
る
の
で
あ
る
︒
最
古
の
建
造
物
の
年
代
が
し
ば
し
ば
問
題
と
な
る
が
︑
こ
こ
で
は
初
期
の
建
物
の
規
模
は
そ
れ
ほ

ど
大
き
く
な
か
っ
た
と
予
想
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
て
お
き
た
い
︒

ペ
ル
ー
北
部
高
地
カ
ハ
マ
ル
カ
地
方
に
位
置
す
る
ワ
カ
ロ
マ
遺
跡
で
も
︑
古
い
建
物
が
中
に
埋
め
込
ま
れ
更
新
さ
れ
て
い
る
︵
T
erada
&

O
nuki
[eds.]1982,1985,1988︶
︒
タ
マ
ネ
ギ
の
皮
を
む
く
よ
う
に
内
部
の
古
い
時
代
の
建
物
を
掘
り
進
め
て
い
く
と
︑
形
成
期
前
期
の
一
番
古

い
層
で
部
屋
状
構
造
に
た
ど
り
着
く
︒
そ
れ
ら
は
三
×
二
メ
ー
ト
ル
程
度
の
大
き
さ
の
部
屋
状
構
造
が
複
数
連
な
っ
た
も
の
で
あ
り
︑
基
壇
の

上
に
載
っ
て
い
る
建
物
も
あ
る
︵
関

二
〇
〇
六
：
五
六
-
六
一
︶
︒
他
の
遺
跡
で
も
同
様
に
︑
初
期
の
神
殿
は
︑
そ
れ
自
体
は
大
規
模
で
も
複
雑

で
も
な
い
と
予
想
さ
れ
る
︒
最
初
の
建
築
が
ど
れ
だ
け
の
規
模
が
あ
る
か
︑
ど
の
よ
う
な
特
徴
が
あ
る
か
に
着
目
し
て
︑
そ
の
段
階
で
そ
れ
が

文
明
か
ど
う
か
を
議
論
す
る
こ
と
は
建
設
的
で
は
な
い
︒
そ
の
場
に
祭
祀
建
造
物
が
建
設
さ
れ
続
け
た
こ
と
自
体
が
重
要
な
の
で
あ
り
︑
社
会

が
大
規
模
化
し
複
雑
化
す
る
動
き
が
始
ま
る
き
っ
か
け
と
な
っ
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
︒
ま
た
個
別
の
建
築
を
見
れ
ば
︑
類
似
し
て
い
る
が
文

明
社
会
の
要
素
で
は
な
い
建
物
は
他
に
も
あ
る
で
あ
ろ
う
︒
神
殿
が
更
新
さ
れ
る
に
従
い
巨
大
化
す
る
過
程
を
︑
形
成
期
中
期
か
ら
後
期
に
か

け
て
の
神
殿
チ
ャ
ビ
ン
・
デ
・
ワ
ン
タ
ル
の
事
例
を
見
て
み
た
い
︵
渡
部

二
〇
一
〇
︑
二
〇
一
三
︶
︒
前
の
建
物
を
内
部
に
埋
め
込
む
他
︑
既
存

の
建
物
の
横
に
ブ
ロ
ッ
ク
の
よ
う
に
連
結
し
て
い
く
と
い
う
更
新
の
特
徴
を
有
し
て
い
る
︵
図
B
・
図
C
︶
︒

形
成
期
の
神
殿
は
同
じ
場
所
で
建
て
直
さ
れ
る
こ
と
に
よ
っ
て
大
規
模
化
し
た
︒
神
殿
の
更
新
に
関
し
て
は
︑
必
要
な
労
働
力
が
増
す
と
い

う
考
え
方
と
︑
そ
う
で
は
な
く
ほ
ぼ
一
定
の
数
の
人
々
が
行
う
と
い
う
考
え
方
の
︑
大
き
く
二
つ
の
考
え
が
あ
る
︵
渡
部

二
〇
一
三
︶
︒
更
新

に
必
要
な
労
働
力
が
あ
る
期
間
で
は
一
定
で
あ
っ
た
と
し
て
も
︑
形
成
期
早
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
の
間
に
神
殿
の
設
計
︑
図
像
︑
物
質
文
化

な
ど
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
が
増
大
し
て
い
っ
た
こ
と
︑
ま
た
神
殿
そ
の
も
の
の
分
布
範
囲
が
広
ま
っ
て
い
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
︒
そ
し
て

長
期
的
に
見
れ
ば
︑
神
殿
が
大
規
模
化
す
る
ほ
ど
更
新
に
必
要
な
労
働
力
︑
時
間
が
増
大
し
︑
神
殿
で
の
活
動
に
参
加
す
る
人
数
も
増
え
る
方

向
性
は
明
確
で
あ
る
︒
神
殿
を
更
新
す
る
と
い
う
意
味
で
は
︑
質
的
な
変
化
は
生
ぜ
ず
︑
引
き
起
こ
さ
れ
る
の
は
基
本
的
に
量
的
な
変
化
で
あ

る
︒
そ
し
て
単
独
の
神
殿
に
着
目
す
れ
ば
︑
神
殿
の
規
模
が
大
き
く
な
っ
た
と
し
て
も
想
定
さ
れ
る
集
団
の
規
模
が
変
化
し
な
い
場
合
も
あ
ろ

文明の誕生（渡部）
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図B チャビン・デ・ワンタル遺跡の平面図（渡部 2010）
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円形広場テラス

円形広場アトリウム

う
︒
し
か
し
形
成
期
早
期
か
ら
後
期
に
か
け
て
︑
ア
ン
デ
ス
の
神
殿
は
場
所
を

変
え
て
建
設
さ
れ
続
け
た
結
果
︑
神
殿
に
お
け
る
物
質
文
化
の
増
大
な
ど
複
雑

化
の
証
拠
が
増
大
し
た
︒
そ
の
た
め
︑
長
期
的
に
見
る
と
量
的
変
化
に
伴
い
︑

結
果
的
に
質
的
変
化
が
も
た
ら
さ
れ
た
と
言
え
る
︒
そ
し
て
神
殿
が
永
遠
に
大

規
模
化
す
る
こ
と
は
な
い
た
め
︑
あ
る
時
点
で
更
新
は
ス
ト
ッ
プ
し
放
棄
さ
れ

た
︒
ア
ン
デ
ス
の
神
殿
は
結
果
的
に
変
質
し
︑
同
じ
状
態
を
保
つ
こ
と
は
な
か

っ
た
︒

い
つ
か
ら
文
明
と
呼
ぶ
か
︑
最
初
の
文
明
社
会
の
特
徴
は
何
か
で
は
な
く
︑

ど
の
よ
う
に
文
明
の
形
が
明
確
化
し
た
の
か
︑
そ
の
過
程
を
考
え
る
の
が
建
設

的
で
あ
る
︒
文
明
は
常
に
変
化
し
続
け
る
と
こ
ろ
に
本
質
が
あ
り
︑
い
つ
か
ら

文
明
と
呼
ぶ
か
︑
ど
の
よ
う
な
状
態
か
は
︑
結
果
と
し
て
判
定
さ
れ
︑
研
究
の

進
展
に
よ
っ
て
修
正
が
加
え
ら
れ
る
で
あ
ろ
う
︒
着
目
す
べ
き
は
コ
ン
テ
ン
ツ

自
体
で
は
な
く
︑
動
き
の
仕
組
み
で
あ
る
︒

五

複
雑
化
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

古
代
ア
ン
デ
ス
文
明
の
始
ま
り
の
痕
跡
は
︑
形
成
期
早
期
ま
で
辿
る
こ
と
が

で
き
る
︒
も
ち
ろ
ん
何
ら
か
の
連
続
性
と
い
う
こ
と
で
あ
れ
ば
︑
ホ
モ
・
サ
ピ

エ
ン
ス
の
誕
生
ま
で
遡
る
の
で
あ
る
が
︑
重
要
な
の
は
あ
く
ま
で
大
規
模
化
・

複
雑
化
の
プ
ロ
セ
ス
に
繫
が
る
動
き
が
始
ま
る
契
機
が
生
じ
た
の
は
い
つ
か
で
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図C チャビン・デ・ワンタル神殿の神殿更新

（Watanabe 2013; 宮野元太郎作図）。

色を塗った部分が既存の建物を，白色部分が新たに付け加えられた部分を示している。

①前1100年頃 ②前1000年頃 ③

④ ⑤ ⑥

⑦前800年頃 ⑧

文明の誕生（渡部）
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あ
る
︒
ま
た
︑
な
ぜ
初
期
の
建
物
を
神
殿
と
認
定
で
き
る
の
か
が
問
題
で
は
な
い
︒
は
じ
め
の
時
点
で
は
文
明
社
会
に
は
見
え
な
い
か
も
し
れ

な
い
が
︑
そ
こ
か
ら
結
果
的
に
文
明
が
誕
生
し
た
と
い
う
繫
が
り
が
重
要
で
あ
る
︒

従
来
文
明
の
起
源
と
し
て
農
耕
牧
畜
の
発
展
︑
そ
れ
に
基
づ
く
食
料
基
盤
︑
ま
た
そ
れ
を
可
能
に
す
る
灌
漑
技
術
な
ど
が
指
摘
さ
れ
て
き
た

が
︑
食
糧
基
盤
は
必
要
条
件
で
は
あ
る
が
十
分
条
件
で
は
な
い
︒
つ
ま
り
同
様
の
条
件
を
備
え
た
地
域
は
複
数
あ
っ
た
が
︑
そ
の
全
て
で
文
明

が
始
ま
っ
た
わ
け
で
は
な
い
︒
ア
ン
デ
ス
最
古
の
神
殿
は
海
岸
地
帯
で
確
認
さ
れ
て
お
り
︑
山
地
に
神
殿
が
建
設
さ
れ
始
め
る
の
は
そ
れ
よ
り

も
約
五
百
年
後
で
あ
る
︵
H
aas
&
C
ream
er
2006︶
︒
形
成
期
早
期
の
神
殿
で
は
海
産
物
の
比
重
が
高
く
︑
後
に
主
食
と
な
る
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ

や
ジ
ャ
ガ
イ
モ
が
大
量
に
栽
培
さ
れ
て
い
た
証
拠
は
な
い
︒
農
耕
に
よ
る
主
な
栽
培
作
物
は
ワ
タ
と
ヒ
ョ
ウ
タ
ン
で
あ
り①
︑
そ
れ
ら
は
直
接
食

糧
と
は
な
ら
ず
漁
撈
の
た
め
の
網
と
浮
き
を
作
る
材
料
で
あ
り
︑
間
接
的
に
食
糧
獲
得
に
関
わ
る
も
の
で
あ
る
︒
農
耕
の
主
な
目
的
が
︑
直
接

的
に
食
料
を
生
産
す
る
こ
と
で
は
な
く
︑
漁
撈
の
た
め
の
道
具
な
ど
を
製
作
す
る
材
料
を
栽
培
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
と
い
う
点
が
︑
先
土
器
時

代
ア
ン
デ
ス
の
農
耕
の
ね
じ
れ
た
特
徴
を
示
し
て
い
る
︒
つ
ま
り
農
業
の
集
約
化
に
比
例
し
て
︑
そ
の
ま
ま
食
料
の
生
産
量
が
増
大
す
る
わ
け

で
は
な
い
︒
ま
た
余
剰
生
産
物
と
い
う
概
念
が
文
明
の
誕
生
の
鍵
と
な
る
と
さ
れ
て
き
た
が
︑
海
産
物
は
穀
類
と
比
較
し
て
︑
保
存
に
は
向
か

ず
︑
蓄
積
さ
れ
に
く
い
︒
海
の
幸
は
必
要
に
応
じ
て
そ
の
都
度
獲
得
さ
れ
る
︒
し
か
し
人
口
を
支
え
る
十
分
な
食
糧
が
あ
る
と
い
う
こ
と
は
共

通
点
で
あ
る
︒

で
は
余
剰
生
産
物
と
い
う
概
念
を
用
い
ず
に
文
明
の
誕
生
を
ど
の
よ
う
に
説
明
す
る
の
か
︒
余
っ
て
い
る
の
は
︑
む
し
ろ
食
糧
と
い
っ
た
モ

ノ
で
は
な
く
︑
各
人
の
労
働
力
︑
時
間
で
あ
る
︒
そ
れ
を
汲
み
上
げ
統
合
す
る
仕
組
み
が
文
明
形
成
に
は
必
要
と
な
る
︒
こ
れ
ま
で
日
本
人
研

究
者
は
﹁
神
殿
更
新
﹂
と
い
う
概
念
で
文
明
形
成
を
説
明
し
て
き
た
︵
加
藤
・
関
編

一
九
九
八
︶
︒
例
え
ば
大
貫
良
夫
は
︑﹁
初
め
の
う
ち
は
各

集
落
単
位
で
の
︑
ご
く
小
規
模
の
祭
祀
場
の
造
り
替
え
と
い
う
習
慣
が
︑
世
代
を
超
え
て
繰
り
返
さ
れ
る
う
ち
に
し
だ
い
に
規
模
が
大
き
く
な

り
︑
人
口
︑
食
料
生
産
︑
技
術
革
新
︑
思
想
の
錬
磨
︑
儀
礼
の
壮
麗
化
な
ど
と
相
互
に
連
関
し
あ
っ
て
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
・
フ
ィ
ー
ド
バ
ッ
ク
の
動

態
が
で
き
あ
が
る
︒
つ
ま
り
神
殿
更
新
な
ら
社
会
発
展
の
動
因
に
な
り
得
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
﹂︵
大
貫

二
〇
一
〇
：
九
六
-
九
七
︶
と
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説
明
す
る
︒
関
雄
二
は
﹁
コ
ト
シ
ュ
に
さ
か
の
ぼ
る
よ
う
な
﹁
神
殿
更
新
﹂
は
︑
ひ
と
た
び
始
ま
っ
て
し
ま
う
と
︑
ひ
た
す
ら
巨
大
化
へ
と
向

か
い
︑
そ
の
過
程
で
必
要
な
労
働
力
︑
食
料
生
産
は
増
加
せ
ざ
る
を
え
な
い
の
で
あ
る
︒
す
な
わ
ち
神
殿
に
よ
っ
て
支
え
ら
れ
る
社
会
も
拡
大

を
遂
げ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
﹂︵
関

一
九
九
八
：
三
〇
五
︶
と
解
釈
す
る
︒
し
か
し
神
殿
更
新
と
い
う
原
動
力
を
設
定
し
︑
そ
れ
に
形
成
期
社

会
発
展
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
還
元
し
て
し
ま
う
と
議
論
は
そ
こ
か
ら
先
に
進
ま
な
い
︒
何
が
神
殿
更
新
と
い
う
習
慣
を
始
め
さ
せ
︑
継
続
さ
せ
た

の
か
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
︒
神
殿
更
新
と
い
う
概
念
の
問
題
は
例
え
ば
︑
社
会
変
化
を
人
口
増
加
で
説
明
し
︑
な
ぜ
人
口
増
加
が
起
こ
っ
た

の
か
を
説
明
し
な
い
議
論
と
類
似
し
て
い
る
︒
議
論
を
先
に
進
め
る
た
め
︑
関
は
神
殿
更
新
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
に
つ
い
て
︑

実
践
論
を
用
い
て
説
明
を
試
み
て
い
る
︵
関

二
〇
一
四
ａ
︑
二
〇
一
四
ｂ
︑
二
〇
一
五
︶
︒
神
殿
更
新
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
つ
い
て
は
第
八
章
で
検
討

す
る
こ
と
と
し
︑
こ
こ
で
は
原
動
力
と
し
て
で
は
な
く
︑﹁
身
体
か
ら
の
外
在
化
﹂
と
﹁
偶
然
性
﹂
に
着
目
し
て
神
殿
更
新
の
特
徴
を
説
明
し

た
い
︒

信
仰
に
関
わ
る
様
々
な
儀
礼
が
あ
る
が
︑
シ
ャ
ー
マ
ン
に
よ
る
儀
礼
な
ど
は
︑
個
人
の
能
力
︑
身
体
に
依
存
し
た
儀
礼
と
言
え
る
︒
そ
こ
に
︑

大
規
模
な
変
化
が
生
じ
る
契
機
を
見
い
だ
す
こ
と
は
難
し
い
︒
ア
ン
デ
ス
の
事
例
で
は
︑
神
殿
と
い
う
人
間
の
身
体
か
ら
外
在
化
し
た
物
質
が

存
在
す
る
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
ら
が
建
て
直
さ
れ
る
こ
と
で
常
に
多
く
の
人
間
か
ら
の
関
与
を
内
包
す
る
こ
と
が
特
徴
で
あ
る
︒
し
か
も
そ
の

建
て
直
し
は
︑
伊
勢
神
宮
の
よ
う
に
同
じ
大
き
さ
の
木
の
建
物
を
二
十
年
に
一
回
建
て
直
す
の
で
は
な
く
︑
同
じ
場
所
で
︑
石
や
日
乾
し
レ
ン

ガ
の
建
物
を
内
部
に
埋
め
込
む
こ
と
に
よ
っ
て
︑
大
規
模
化
に
繫
が
っ
た
︒
物
質
を
用
い
る
儀
礼
が
連
続
的
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
結
果
的
に
文

明
を
産
み
出
し
た
と
言
え
る
︒
西
ア
ジ
ア
の
ギ
ョ
ベ
ク
リ
・
テ
ペ
な
ど
で
は
︑
そ
う
し
た
連
続
性
が
担
保
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
︒

神
官
の
選
出
の
仕
組
み
も
重
要
な
点
で
あ
る
︒
形
成
期
の
神
官
が
ど
の
よ
う
に
選
ば
れ
た
の
か
に
つ
い
て
は
︑
研
究
者
で
共
通
の
意
見
が
あ

る
わ
け
で
は
な
い
︒
後
の
時
代
の
事
例
を
推
定
の
た
め
の
状
況
証
拠
と
し
て
挙
げ
れ
ば
︑
先
ス
ペ
イ
ン
期
最
後
の
イ
ン
カ
帝
国
で
は
神
官
は
世

襲
で
は
な
く
︑
選
出
さ
れ
た②
︒
た
だ
し
血
縁
者
を
排
除
す
る
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
︑
神
官
と
な
る
者
は
非
血
縁
者
で
も
か
ま
わ
な
い
と
説
明

し
た
方
が
正
確
で
あ
る
︵
ア
リ
ア
ー
ガ

一
九
八
四
﹇
一
六
二
一
﹈：
四
一
六
︶
︒
特
に
男
の
双
子
の
片
方
が
神
官
に
ふ
さ
わ
し
い
と
さ
れ
︵
C
obo

文明の誕生（渡部）
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1964
[1653]:224︶
︑
チ
ベ
ッ
ト
仏
教
の
ダ
ラ
イ
ラ
マ
の
よ
う
に
︑
神
官
と
な
る
者
は
幼
い
時
に
決
定
さ
れ
た
︵
A
nónim
o
1968
[ca.1594]:

161-167︶
︒

二
つ
目
の
ポ
イ
ン
ト
で
あ
る
﹁
偶
然
性
﹂
は
︑
必
要
条
件
が
揃
っ
た
と
こ
ろ
で
全
て
文
明
が
生
じ
た
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
﹁
結
果
的

に
﹂
生
じ
た
と
い
う
考
え
で
あ
る
︒
特
に
長
い
時
間
幅
で
見
た
際
の
結
果
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
︒
当
初
︑
建
物
の
建
設
を
始
め

た
人
た
ち
は
建
物
が
大
き
く
な
る
と
い
う
こ
と
︑
そ
し
て
そ
れ
に
伴
っ
て
様
々
な
要
素
が
取
り
込
ま
れ
る
と
い
う
こ
と
を
予
想
し
て
い
た
わ
け

で
は
な
か
っ
た
︒
ロ
ー
ズ
マ
リ
ー
・
ジ
ョ
イ
ス
は
中
米
の
マ
ヤ
文
化
の
類
似
し
た
建
築
の
事
例
を
議
論
す
る
際
に
﹁
意
図
せ
ざ
る
結
果

︵
U
nintended
C
onsequences︶
﹂
と
い
う
言
葉
を
用
い
て
い
る
︵
Joyce
2004︶
︒
こ
う
し
た
現
象
は
建
物
を
あ
る
時
点
の
状
態
と
し
て
で
は
な

く
︑
あ
る
時
間
幅
で
見
る
こ
と
で
分
か
る
こ
と
で
あ
り
︑
当
事
者
た
ち
は
決
し
て
認
識
で
き
な
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
︒
神
殿
は
︑
予
め
明
確
な

設
計
図
を
も
っ
て
計
画
的
に
建
設
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
︑
し
た
が
っ
て
そ
れ
を
指
揮
し
た
人
々
の
権
力
の
大
き
さ
を
示
す
も
の
で
も
な
い
︒

そ
の
大
き
さ
を
決
め
る
要
因
の
一
つ
は
ど
れ
だ
け
長
い
期
間
に
使
用
︑
更
新
さ
れ
て
い
た
か
で
あ
り
︑
神
殿
の
拡
大
は
あ
く
ま
で
偶
然
の
結
果

で
あ
っ
た
︒

神
殿
の
更
新
に
は
物
質
性
と
場
所
性
と
い
う
要
因
も
働
い
て
い
た
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
早
期
の
神
殿
は
木
の
建
築
で
は
な
く
石
で
あ
っ
た
た

め
︑
結
果
的
に
大
規
模
化
︑
複
雑
化
に
プ
ラ
ス
に
働
い
た
︒
木
の
建
築
は
腐
食
す
る
た
め
︑
更
新
す
る
に
は
材
料
を
交
換
す
る
必
要
が
あ
る
︒

ま
た
場
所
を
変
え
て
建
て
直
し
が
行
わ
れ
る
場
合
︑
規
模
は
増
大
し
な
い
︒
ア
ン
デ
ス
で
も
木
な
ど
腐
食
し
や
す
い
素
材
で
作
ら
れ
た
儀
礼
用

建
物
な
ど
が
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
が
︑
そ
れ
ら
は
消
え
て
ほ
と
ん
ど
痕
跡
を
残
さ
な
い
か
︑
残
っ
た
と
し
て
も
大
規
模
で
は
な
く
︑
腐
食
し

に
く
い
建
築
材
が
用
い
ら
れ
て
い
な
い
た
め
認
識
し
に
く
い
の
で
あ
る
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
早
期
の
神
殿
は
︑
石
と
い
う
建
築
材
を
用
い
︑
か

つ
更
新
の
際
に
前
の
建
築
を
取
り
壊
す
こ
と
は
せ
ず
︑
前
の
時
代
の
建
物
を
前
提
と
し
︑
そ
れ
を
覆
う
形
で
更
新
さ
れ
た
た
め
︑
累
積
的
な
変

化
が
生
じ
た
の
で
あ
る
︒

し
か
し
な
ぜ
同
じ
場
所
で
神
殿
を
建
て
直
し
た
の
か
︒
神
と
い
う
抽
象
的
な
存
在
を
祀
る
た
め
の
神
殿
で
あ
れ
ば
ど
こ
に
あ
っ
て
も
良
い
︒
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先
ス
ペ
イ
ン
期
ア
ン
デ
ス
の
最
終
期
の
イ
ン
カ
帝
国
で
は
︑
ワ
カ
信
仰
が
基
本
で
あ
っ
た
︒
ワ
カ
と
は
聖
な
る
物
体
の
こ
と
を
指
し
︑
岩
︑
泉
︑

川
の
合
流
点
な
ど
特
定
の
場
所
が
信
仰
の
対
象
で
あ
っ
た
︵
渡
部

二
〇
一
七
︶
︒
そ
し
て
各
共
同
体
の
祖
先
は
特
定
の
ワ
カ
か
ら
出
て
き
た
と

考
え
ら
れ
て
い
た
︒
イ
ン
カ
の
モ
デ
ル
を
援
用
す
れ
ば
︑
ア
ン
デ
ス
の
信
仰
は
特
定
の
場
所
に
結
び
つ
き
︑
そ
の
基
本
は
祖
先
崇
拝
と
言
え
る
︒

そ
の
よ
う
に
考
え
る
と
形
成
期
の
神
殿
を
よ
く
理
解
で
き
る
︒
建
物
の
場
所
を
動
か
す
こ
と
自
体
が
想
定
さ
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
︒
同
じ
場

所
で
建
て
直
し
︑
か
つ
石
と
い
う
建
築
材
を
用
い
る
と
い
う
こ
と
が
結
果
的
に
累
積
的
変
化
を
も
た
ら
し
た
の
で
あ
る
︒

①

そ
の
た
め
形
成
期
早
期
を
﹁
先
土
器
綿
栽
培
時
代
︵
コ
ッ
ト
ン
・
プ
レ
セ
ラ
ミ

ッ
ク
︶﹂
と
呼
ぶ
研
究
者
も
い
る
︵
B
urger
1992:29;
Pozorski
&
Pozorski

1987︶︒

②

仮
に
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
儀
礼
を
司
る
神
官
が
同
様
に
︑
世
襲
制
で
は
な
く
︑

選
出
制
で
決
定
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
︑
血
縁
よ
り
も
制
度
の
方
が
優
先
さ
れ
る
と

い
う
仕
組
み
で
あ
り
︑
身
体
か
ら
外
在
化
し
て
い
る
と
説
明
で
き
る
︒
こ
れ
は
ク

ロ
ー
ド
・
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
提
唱
し
た
イ
エ
社
会
と
い
う
概
念
に
繫
が
る

︵
渡
部

二
〇
一
三
︶︒
つ
ま
り
血
縁
が
絶
え
た
と
し
て
も
︑
制
度
は
維
持
さ
れ
る
︒

そ
し
て
神
官
選
出
制
度
を
三
〇
〇
〇
年
も
の
間
︑
神
殿
を
建
設
し
続
け
た
要
因
の

一
つ
と
し
て
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
︒
今
後
︑
神
官
の
実
態
に
つ
い
て
は
神
官

と
認
定
さ
れ
る
人
物
の
墓
の
人
骨
の
Ｄ
Ｎ
Ａ
分
析
な
ど
か
ら
議
論
を
進
め
る
こ
と

が
必
要
で
あ
ろ
う
︒

六

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー

旧
世
界
の
古
代
文
明
で
は
王
︑
あ
る
い
は
少
数
の
政
治
的
指
導
者
が
統
治
す
る
国
家
社
会
が
︑
文
明
初
期
か
ら
形
成
さ
れ
た
た
め
︑
文
明
の

誕
生
と
国
家
成
立
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
現
象
と
認
定
さ
れ
る
︵
C
hapm
an
2007:17;
Y
offee
2005:17︶
︒
し
か
し
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
は
国

家
と
認
定
さ
れ
な
い
︒
か
つ
て
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
有
名
な
遺
跡
チ
ャ
ビ
ン
・
デ
・
ワ
ン
タ
ル
が
国
家
で
あ
る
と
い
う
説
が
唱
え
ら
れ

︵
C
arrión
C
achot
1948︶
︑
現
在
で
も
ル
ッ
ト
ゥ
・
シ
ャ
デ
ィ
ー
の
よ
う
に
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
カ
ラ
ル
遺
跡
を
︑
都
市
と
認
定
し
︑
初
期

国
家
で
あ
る
と
考
え
る
研
究
者
は
い
る
︵
Shady
2006︶
︒
し
か
し
︑
多
く
の
研
究
者
は
形
成
期
の
社
会
を
国
家
と
は
考
え
ず
︑
遺
跡
を
都
市
で

は
な
く
︑
神
殿
と
考
え
る
︵
cf.
マ
コ
フ
ス
キ

二
〇
一
二
︶
︒
都
市
は
︑
政
治
的
経
済
的
要
素
が
集
約
し
多
く
の
恒
常
的
人
口
を
抱
え
る
場
で
あ
り
︑

国
家
の
成
立
と
平
行
す
る
と
い
う
点
で
は
︑
ア
ン
デ
ス
の
事
例
も
同
様
で
︑
都
市
は
国
家
の
成
立
と
平
行
し
︑
後
一
世
紀
以
降
に
よ
う
や
く
現
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れ
る
︒
ま
た
︑
ノ
ー
マ
ン
・
ヨ
フ
ィ
ー
は
都
市
化
と
農
村
化
︵
ruralization
︶
を
セ
ッ
ト
と
し
て
説
明
す
る
が
︵
Y
offee
1997:260;Y
offee
et
al.

1999:269︶
︑
ア
ン
デ
ス
で
の
都
市
の
場
合
︑
そ
の
よ
う
な
特
徴
は
顕
著
で
は
な
い
︒
農
村
な
ど
集
落
自
体
が
形
成
さ
れ
る
傾
向
が
弱
く
︑
住

居
は
散
在
し
て
い
た
︵
マ
コ
フ
ス
キ

二
〇
一
二
︶
︒
ま
た
ア
ン
デ
ス
の
都
市
は
儀
礼
的
要
素
が
強
く
︑
儀
礼
的
な
建
物
が
中
心
的
な
位
置
を
占
め
︑

例
え
ば
︑
イ
ン
カ
帝
国
の
首
都
ク
ス
コ
の
中
心
部
に
は
太
陽
の
神
殿
が
あ
っ
た
︒

チ
ャ
ー
ル
ズ
・
ス
タ
ニ
ッ
シ
ュ
は
形
成
期
の
社
会
を
説
明
す
る
の
に
首
長
制
社
会
と
い
う
概
念
を
用
い
て
い
る
︵
Stanish
2001︶
︒
リ
チ

ャ
ー
ド
・
バ
ー
ガ
ー
等
は
そ
れ
に
異
論
を
唱
え
︑
首
長
制
社
会
は
国
家
の
前
段
階
で
は
な
く
︑
そ
れ
ぞ
れ
異
な
っ
た
軌
跡
で
あ
る
と
い
う
ノ
ー

マ
ン
・
ヨ
フ
ィ
ー
の
説
を
引
用
し
︵
Y
offee
1993︶
︑
前
一
千
年
紀
中
頃
の
チ
ャ
ビ
ン
・
デ
・
ワ
ン
タ
ル
な
ど
の
祭
祀
セ
ン
タ
ー
が
︑
初
期
の
小

規
模
国
家
に
類
似
し
て
い
る
と
述
べ
る
︵
B
urger
&
M
atos
M
endieta
2002:170-171︶
︒
こ
の
よ
う
に
形
成
期
社
会
を
説
明
す
る
の
に
︑
首
長

制
社
会
︑
あ
る
い
は
国
家
と
い
う
モ
デ
ル
を
参
照
枠
と
し
て
用
い
︑
そ
れ
と
の
類
似
性
︑
あ
る
い
は
相
違
点
を
記
述
す
る
と
い
う
方
法
が
こ
れ

ま
で
の
標
準
的
な
方
法
で
あ
っ
た
︒
し
か
し
ア
ン
デ
ス
形
成
期
社
会
︑
と
く
に
形
成
期
早
期
の
社
会
は
既
存
の
国
家
や
首
長
制
社
会
と
い
う
モ

デ
ル
で
は
的
確
に
記
述
で
き
な
い
と
筆
者
は
考
え
る
︒

で
は
な
ぜ
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
が
国
家
で
は
な
い
と
言
え
る
の
か
︒
一
般
に
国
家
の
誕
生
に
は
組
織
的
な
戦
争
が
結
び
つ
い
て
い
る
と

説
明
さ
れ
る
︵
cf.
C
arneiro
1970︶
︒
ア
ン
デ
ス
文
明
の
形
成
期
後
期
ま
で
は
そ
う
し
た
証
拠
が
皆
無
︑
つ
ま
り
武
器
の
発
達
や
︑
防
御
壁
の

建
設
な
ど
の
証
拠
が
な
い
の
で
あ
る①
︒
ま
た
図
像
表
現
や
墓
な
ど
の
デ
ー
タ
も
︑
形
成
期
に
王
と
呼
べ
る
よ
う
な
政
治
的
指
導
者
が
欠
如
し
て

い
る
こ
と
の
論
拠
と
な
っ
て
い
る
︒
戦
争
の
証
拠
が
現
れ
る
の
が
形
成
期
末
期
で
あ
り
︑
多
く
の
神
殿
は
す
で
に
放
棄
さ
れ
て
い
る
︵
例
：
チ

ャ
ン
キ
ー
リ
ョ
遺
跡；

G
hezzi
2006︶
︒
国
家
が
成
立
す
る
の
は
そ
の
後
で
あ
る
︒
国
家
形
成
に
組
織
的
戦
争
が
関
係
す
る
と
い
う
点
は
︑
ア
ン

デ
ス
の
事
例
と
他
の
地
域
の
国
家
の
間
で
共
通
す
る
︒

ア
ン
デ
ス
文
明
の
始
ま
り
の
指
標
と
さ
れ
る
神
殿
の
登
場
は
紀
元
前
三
〇
〇
〇
年
ま
で
遡
る
の
に
対
し
︑
国
家
と
認
定
さ
れ
る
社
会
形
態
は

早
く
と
も
紀
元
後
の
一
世
紀
に
な
る
ま
で
現
れ
な
い
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
は
文
明
だ
が
国
家
で
は
な
く
︑
現
在
地
球
上
で
観
察
で
き
る
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社
会
と
は
異
な
っ
た
社
会
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る②
︵
加
藤

一
九
九
八；

Y
offee
2001:65︶
︒
そ
の
た
め
︑
観
察
で
き
る
事
例
か
ら
組
み
立
て

た
既
存
の
モ
デ
ル
で
は
的
確
に
説
明
で
き
な
い
︒
国
家
で
も
な
く
︑
首
長
制
社
会
で
も
な
い
︑
大
規
模
な
神
殿
を
有
す
る
形
成
期
の
社
会
と
は

ど
の
よ
う
な
社
会
だ
っ
た
の
か
︒
筆
者
は
以
前
の
論
文
で
︑
レ
ヴ
ィ
＝
ス
ト
ロ
ー
ス
の
﹁
イ
エ
社
会
﹂
を
参
考
に
し
て
︑﹁
神
殿
社
会
﹂
と
い

う
概
念
を
提
唱
し
た
が
︵
渡
部

二
〇
一
三
︶
︑
今
回
は
別
の
視
点
か
ら
説
明
を
試
み
る
︒

そ
も
そ
も
な
ぜ
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
が
否
定
形
で
説
明
さ
れ
る
の
か
と
い
う
と
︑
社
会
を
記
述
す
る
既
存
の
モ
デ
ル
が
︑
政
治
的
特
徴

に
着
目
し
た
分
類
に
基
づ
い
て
い
る
か
ら
で
あ
る
︒
文
化
人
類
学
に
お
け
る
社
会
の
分
類
は
政
体
︵
polity
︶
と
し
て
の
分
類
で
あ
り
︑
そ
れ
に

従
っ
て
国
家
︑
首
長
制
社
会
︑
部
族
社
会
な
ど
の
タ
イ
プ
が
設
定
さ
れ
た
︵
サ
ー
ヴ
ィ
ス

一
九
七
七
﹇
一
九
七
一
﹈︑
一
九
七
九
﹇
一
九
七
一
﹈︶
︒
ア

ン
デ
ス
考
古
学
に
お
い
て
は
︑
文
化
人
類
学
で
設
定
さ
れ
た
国
家
︑
首
長
制
社
会
の
定
義
が
お
お
む
ね
踏
襲
さ
れ
︑
使
用
さ
れ
て
い
る
︒
そ
れ

に
よ
れ
ば
︑
首
長
制
社
会
は
世
襲
的
な
階
層
的
地
位
が
認
め
ら
れ
る
が
︑
公
的
な
抑
圧
装
置
が
欠
如
し
て
お
り
︑
ま
た
再
分
配
経
済
が
一
般
的

な
社
会
形
態
で
あ
る
︒
一
方
︑
国
家
は
武
力
装
置
を
伴
う
高
度
に
制
度
化
さ
れ
た
階
層
化
社
会
で
あ
る
︒

ア
ン
デ
ス
形
成
期
に
お
け
る
政
治
的
特
徴
よ
り
も
宗
教
的
︑
儀
礼
的
特
徴
が
顕
著
に
認
め
ら
れ
る
社
会
を
記
述
す
る
た
め
︑
こ
こ
で
は
議
論

の
手
が
か
り
と
し
て
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
︵
rituality
︶
と
い
う
概
念
に
着
目
し
た
い
︒
こ
れ
は
も
と
も
と
北
米
大
陸
南
西
部
の
ホ
ホ
カ
ム
文
化
︑

ア
ナ
サ
ジ
文
化
︵
チ
ャ
コ
文
化
︶
の
社
会
を
︑
北
米
大
陸
東
部
の
政
治
的
側
面
の
強
い
首
長
制
社
会
と
対
峙
さ
せ
比
較
す
る
た
め
︑
ロ
バ
ー
ト
・

ド
レ
ナ
ン
が
提
唱
し
た
概
念
で
あ
る
︵
D
rennan
1999︶
︒
ド
レ
ナ
ン
は
︑
コ
ミ
ュ
ナ
リ
テ
ィ
ー
︵
C
om
m
unality
︶
と
い
う
概
念
と
の
類
似
性
︑

あ
る
い
は
コ
リ
ン
・
レ
ン
フ
リ
ュ
ー
の
い
う
﹁
集
団
志
向
首
長
制
社
会
︵
group-oriented
chiefdom
︶
﹂︵
R
enfrew
1974︶
と
い
う
概
念
と
の
平

行
性
を
指
摘
し
︑
個
人
が
突
出
し
な
い
︑
社
会
的
紐
帯
の
重
要
な
社
会
を
表
す
概
念
と
し
て
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
用
い
て
い
る
︒
そ
の
後
︑

ヨ
フ
ィ
ー
が
こ
の
用
語
を
援
用
し
た
が
︵
Y
offee
2001,2005︶
︑
他
の
研
究
者
は
あ
ま
り
積
極
的
に
使
用
し
て
い
な
い
︒

筆
者
は
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
概
念
が
ア
ン
デ
ス
形
成
期
社
会
に
関
す
る
見
方
を
整
理
す
る
の
に
有
効
で
あ
る
と
考
え
る
︒
ヨ
フ
ィ
ー

は
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
国
家
や
首
長
制
社
会
と
は
違
っ
た
社
会
変
化
の
道
筋
に
位
置
づ
け
て
い
る
︵
Y
offee
2005:178︶
︒
形
成
期
社
会
に
お
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い
て
儀
礼
的
な
部
分
は
︑
政
治
的
統
合
体
に
付
随
す
る
特
徴
と
し
て
あ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
社
会
的
紐
帯
の
一
義
的
な
部
分
で
あ
る
︒
形
成
期

中
期
以
降
︑
神
官
の
証
拠
が
明
確
化
し
︑
彼
ら
は
あ
る
種
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
を
発
揮
し
て
い
た
と
想
定
で
き
る
が
︑
そ
れ
を
正
当
化
す
る
の

は
︑
経
済
的
成
功
︑
他
者
へ
の
支
配
で
は
な
く
︑
各
種
の
技
能
︑
儀
礼
的
知
識
な
ど
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
︵
cf.
Souvatzi
2007:47︶
︒
神

殿
で
神
官
が
儀
礼
を
司
る
際
に
依
拠
す
る
の
は
︑
ト
ッ
プ
ダ
ウ
ン
の
権
力
で
は
な
く
︑
人
々
か
ら
力
を
汲
み
上
げ
る
技
能
︑
儀
礼
的
知
識
︑
換

言
す
れ
ば
ボ
ト
ム
ア
ッ
プ
の
社
会
的
力
を
操
作
す
る
能
力
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒

注
意
し
た
い
の
は
︑
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
ポ
リ
テ
ィ
ー
︵
政
体
︶
と
対
置
さ
れ
る
概
念
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
あ
る③
︒
こ
こ
で
は
ド
レ

ナ
ン
の
議
論
を
発
展
的
に
継
承
し
︑
ポ
リ
テ
ィ
ー
と
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
社
会
の
互
い
に
異
な
る
側
面
︑
社
会
の
二
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
と
表
現

し
︑
ど
ち
ら
の
要
素
が
よ
り
強
い
か
で
︑
社
会
の
特
徴
を
示
し
て
み
た
い
︵
図
O
・
図
P
︶
︒
た
だ
し
二
つ
の
レ
イ
ヤ
ー
が
互
い
に
き
れ
い
に
分

か
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
あ
く
ま
で
見
方
を
整
理
す
る
た
め
の
モ
デ
ル
で
あ
る
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
社
会
や
チ
ャ
コ
社
会
な
ど
で
は
︑
リ
チ
ュ

ア
リ
テ
ィ
ー
の
単
位
は
幅
広
く
色
濃
く
認
め
ら
れ
︑
そ
の
一
方
で
ポ
リ
テ
ィ
ー
の
枠
組
み
は
よ
り
狭
く
薄
い
︵
図
O
︶
︒
国
家
成
立
以
降
の
社

会
で
は
︑
ポ
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
ま
と
ま
り
が
強
く
な
り
︑
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
枠
組
み
は
相
対
的
に
小
さ
く
な
る
︵
図
P
︶
︒
そ
し
て
ア

ン
デ
ス
の
場
合
︑
巨
大
な
ポ
リ
テ
ィ
ー
の
中
に
複
数
の
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
が
あ
る
と
い
う
極
端
な
例
が
︑
イ
ン
カ
帝
国
で
あ
る
︒
イ
ン
カ
帝

国
は
政
治
組
織
と
し
て
は
一
つ
で
あ
る
が
︑
そ
の
内
部
に
文
化
的
民
族
的
宗
教
的
多
様
性
が
認
め
ら
れ
︑
支
配
下
の
民
族
集
団
が
そ
れ
ぞ
れ
信

仰
す
る
ワ
カ
を
有
し
︑
イ
ン
カ
王
族
の
太
陽
信
仰
と
併
存
し
た
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
社
会
の
場
合
は
帝
国
と
は
逆
に
儀
礼
的
側
面
が
よ
り
強
く
︑

リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
範
囲
の
中
に
よ
り
小
さ
な
ポ
リ
テ
ィ
ー
が
複
数
存
在
す
る
と
解
釈
し
た
ほ
う
が
分
か
り
や
す
い
︒
神
殿
に
対
応
す
る
集

落
が
形
成
さ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
︑
神
殿
の
周
り
に
分
散
し
て
生
活
し
て
い
た
人
々
が
神
殿
に
集
ま
っ
て
く
る
︒
そ
の
規
模
は
せ
い
ぜ
い
複
数

の
世
帯
単
位
で
あ
っ
た
と
想
定
さ
れ
る
︒
そ
の
た
め
集
落
が
確
認
で
き
ず
︑
神
殿
以
外
の
場
所
で
ど
の
よ
う
な
活
動
を
し
て
い
た
か
が
よ
く
分

か
ら
な
い
の
で
あ
る
︒
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図O 形成期の神殿社会の模式図

丸がリチュアリティーの単位、四角がポリティーの単位である。

基盤となるリチュアリティーのレイヤーを下に配置し、ポリティー

のレイヤーを上に示している。丸の濃度を濃くしている。ポリテ

ィーとリチュアリティーの間の相互浸透性をレイヤーの不透明度な

どで示すことにより、モデルを改良できるであろう。

図P 国家社会の模式図

四角がポリティーの単位、丸がリチュアリティーの単位である。

基盤となるポリティーのレイヤーを下に配置し、リチュアリティー

のレイヤーを上に示している。四角の濃度を濃くしている。四角か

らはみ出す丸があるのは、リチュアリティーが複数の国家にまたが

ることがあることを示している。
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①

大
貫
は
形
成
期
に
お
け
る
武
力
の
証
拠
の
欠
如
︑
希
薄
さ
に
つ
い
て
次
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
︒﹁
し
か
し
な
が
ら
︑
そ
の
政
治
の
シ
ス
テ
ム
は
あ
く
ま
で
も
神

殿
の
神
官
た
ち
が
主
導
権
を
握
る
も
の
で
︑
宗
教
的
権
威
が
そ
の
力
の
源
泉
で
あ

っ
た
︒
ま
た
︑
一
部
の
住
民
が
神
官
の
権
威
の
体
制
か
ら
離
脱
し
よ
う
と
し
た
場

合
︑
こ
れ
を
阻
止
す
る
物
理
的
な
力
を
神
官
た
ち
は
持
ち
あ
わ
せ
て
い
な
か
っ
た
︒

こ
の
よ
う
な
形
成
期
社
会
最
後
の
形
態
は
ま
も
な
く
限
界
に
達
す
る
︒
そ
し
て
強

い
物
理
的
な
強
制
力
を
握
る
別
の
政
治
体
系
が
そ
の
限
界
を
突
破
し
て
い
く
︒
そ

の
時
代
が
形
成
期
の
つ
ぎ
に
来
る
地
方
発
展
期
で
あ
り
︑
国
家
と
い
う
政
治
の
シ

ス
テ
ム
が
確
立
す
る
の
で
あ
る
﹂︵
大
貫
他

一
九
九
八
：
一
二
〇
-
一
二
一
︶︒

②

加
藤
泰
建
は
﹁
問
題
に
し
て
い
る
形
成
期
と
は
︑
い
ま
だ
王
国
と
い
う
社
会
体

制
が
生
ま
れ
る
以
前
の
時
代
で
あ
り
︑
そ
れ
は
再
び
繰
り
返
さ
れ
る
こ
と
の
な
い

歴
史
の
一
過
程
で
あ
る
︒
形
成
期
の
社
会
と
は
︑
お
そ
ら
く
現
在
の
地
球
上
に
み

ら
れ
る
さ
ま
ざ
ま
な
社
会
の
ど
れ
と
も
異
な
っ
た
社
会
で
あ
り
︑
も
は
や
直
接
観

察
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
社
会
で
あ
る
か
ら
こ
そ
︑
あ
え
て
考
古
学
資
料
を
基
に

し
て
解
明
す
る
価
値
が
あ
る
﹂︵
加
藤

一
九
九
八
：
三
四
-
三
五
︶
と
述
べ
て
い

る
︒

③

テ
ィ
モ
シ
ー
・
ポ
ケ
タ
ッ
ト
は
︑
儀
礼
が
本
質
主
義
的
に
︑
つ
ま
り
そ
れ
が
政

治
的
要
素
を
含
ま
な
い
か
の
よ
う
に
取
り
扱
わ
れ
る
傾
向
を
指
摘
し
て
い
る

︵
Pauketat
2007:77︶︒

七

リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー

形
成
期
の
社
会
の
特
徴
を
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
概
念
を
導
入
し
て
整
理
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
︒
次
に
︑
神
殿
で
の
活
動
の
メ
カ
ニ

ズ
ム
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
概
念
に
注
目
し
た
い
︵
M
cA
nany
&
W
ells
2008;
渡
部
二
〇
一
七
：
六
一；

W
ells
2006;
W
ells
&
D
avis-Salazar
2007︶
︒
儀
礼
は
政
治
的
に
も
宗
教
的
に
も
行
わ
れ
る
た
め
︑
よ
り
限
定
的
に
使
用
す
る
の
で
あ
れ
ば
宗

教
的
儀
礼
に
関
わ
る
経
済
と
言
え
る
︵
cf.
ベ
ル

二
〇
一
七
﹇
二
〇
〇
九
﹈；

W
ells
2006:284︶
︒
そ
れ
は
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
概
念
の
延
長
で
は

な
く
別
の
文
脈
で
︑
北
米
で
は
な
く
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
考
古
学
で
主
に
用
い
ら
れ
て
き
た
︒
ま
た
人
類
学
で
も
ア
ジ
ア
で
主
に
用
い
ら
れ
て
い
る

︵
H
ardenberg
[ed.]2017︶
︒
ポ
リ
テ
ィ
ー
に
対
し
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
概
念
が
対
置
さ
れ
る
の
で
は
な
く
︑
両
者
が
社
会
の
異
な
っ

た
側
面
を
示
す
の
と
同
様
︑
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
︑
こ
れ
ま
で
頻
繁
に
使
用
さ
れ
て
き
た
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
や
エ
イ
ジ

ェ
ン
シ
ー
に
着
目
し
た
議
論
の
幅
を
広
げ
る
た
め
に
導
入
さ
れ
た
︑
問
題
発
見
的
な
役
割
を
担
う
概
念
で
あ
る
︒
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ
ノ

ミ
ー
と
い
う
見
方
で
︑
経
済
の
動
き
を
政
治
的
な
側
面
か
ら
捉
え
る
こ
と
は
︑
現
代
︑
あ
る
い
は
過
去
の
国
家
社
会
で
は
か
な
り
の
程
度
で
き
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る
で
あ
ろ
う①
︒
し
か
し
な
が
ら
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
に
は
応
用
し
に
く
い
︒
神
殿
を
中
心
と
し
た
社
会
的
紐
帯
を
政
治
的
ま
と
ま
り
と

想
定
す
る
こ
と
が
難
し
い
た
め
で
あ
る
︒

ク
リ
ス
チ
ャ
ン
・
ウ
ェ
ル
ズ
は
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
概
念
を
︑﹁
獲
得
︑
消
費
に
よ
っ
て
意
味
を
操
作
し
解
釈
に
形
を
与
え
︑

社
会
的
に
せ
め
ぎ
合
う
価
値
観
や
信
仰
を
物
質
化
す
る
こ
と
に
関
す
る
理
論
的
構
成
﹂
と
定
義
し
て
い
る
︵
W
ells
2006:284︶
︒
リ
チ
ュ
ア

ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
は
経
済
の
一
つ
の
タ
イ
プ
で
は
な
く
一
つ
の
見
方
で
あ
り
︑
マ
ク
ロ
な
︑
制
度
的
な
︑
構
造
的
な
動
き
を
説
明
す
る
枠
組
み

で
あ
る
︵
W
ells
&
D
avis-Salazar
2007:3︶
︒
世
界
観
や
信
仰
が
物
質
文
化
に
体
現
さ
れ
る
あ
り
方
を
説
明
す
る
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー

は
︑
非
常
に
示
唆
に
富
む
︵
W
ells
2006:285︶
︒
ウ
ェ
ル
ズ
等
は
主
に
メ
ソ
ア
メ
リ
カ
の
国
家
社
会
で
︑
つ
ま
り
ポ
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
枠
組
み

で
︑
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
を
援
用
し
議
論
し
た
が
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期
に
応
用
す
る
た
め
に
は
︑
見
方
を
も
う
少
し
整
理
す
る
必
要
が

あ
る
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
は
そ
も
そ
も
ポ
リ
テ
ィ
ー
の
枠
組
み
が
明
瞭
で
は
な
い
た
め
︑
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
部
分
の
補
足
と
し
て
で
は
な
く
︑

反
対
に
︑
リ
チ
ュ
ア
ル
な
部
分
を
一
義
的
に
見
る
べ
き
で
あ
る
︒

ロ
イ
・
ラ
パ
ポ
ー
ト
に
従
え
ば
︑
形
式
が
定
ま
っ
た
行
為
や
発
話
が
儀
礼
で
あ
り
︑
意
味
を
問
う
て
い
る
の
で
は
な
い
︵
R
appaport
1999:

24︶
︒
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
が
着
目
す
る
の
は
︑
形
式
が
定
ま
っ
た
行
為
で
あ
る
儀
礼
を
通
じ
て
︑
集
団
の
価
値
観
︑
モ
ラ
ル
︑
理
想

が
せ
め
ぎ
合
い
︑
物
質
化
さ
れ
る
プ
ロ
セ
ス
で
あ
る
︵
W
ells
2006:284︶
︒
ヨ
フ
ィ
ー
は
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
概
念
を
記
述
す
る
中
で
︑
政
治

と
経
済
の
要
素
が
儀
礼
に
埋
め
込
ま
れ
て
い
る
関
係
性
に
つ
い
て
触
れ
︵
Y
offee
2005:173︶
︑
政
治
や
経
済
の
特
徴
よ
り
も
儀
礼
が
優
先
す
る

具
体
例
と
し
て
︑
ク
リ
フ
ォ
ー
ド
・
ギ
ア
ツ
の
﹃
ヌ
ガ
ラ
﹄
の
次
の
一
節
を
引
用
す
る
︵
Y
offee
2001:67︶
︒

﹁
こ
の
国
家
が
常
に
目
指
し
た
の
は
演
出
で
あ
り
儀
式
で
あ
り
︑
バ
リ
文
化
の
執
着
す
る
社
会
的
不
平
等
と
地
位
の
誇
り
を
公
に
演
劇
化
す
る
こ
と
で
あ

っ
た
︒︵
中
略
︶
こ
れ
ら
の
儀
礼
は
そ
れ
自
体
が
目
的
で
あ
り
︑
そ
の
た
め
に
国
家
が
あ
っ
た
︒
宮
廷
の
儀
礼
主
義
が
宮
廷
政
治
の
推
進
力
で
あ
っ
た
︒
集

団
儀
礼
は
国
家
の
基
礎
を
固
め
る
た
め
の
仕
掛
け
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
国
家
が
︑
そ
の
今
は
の
際
に
お
い
て
さ
え
︑
集
団
儀
礼
上
演
の
た
め
の
仕
掛
け
な

の
で
あ
っ
た
︒
祭
儀
が
権
力
に
仕
え
た
の
で
は
な
く
︑
権
力
が
祭
儀
に
仕
え
た
の
で
あ
る
﹂︵
ギ
ア
ツ

一
九
九
〇
﹇
一
九
八
〇
﹈：
一
二
-
一
三
︶︒
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日
本
の
ア
ン
デ
ス
研
究
者
も
儀
礼
的
側
面
を
経
済
的
側
面
よ
り
も
優
先
さ
せ
て
︑
形
成
期
の
神
殿
を
中
心
と
し
た
社
会
の
特
徴
を
解
釈
し
た

︵
加
藤
・
関
編

一
九
九
八
︶
︒
他
の
ア
ン
デ
ス
考
古
学
者
で
は
︑
マ
シ
ュ
ー
・
ピ
シ
テ
リ
が
︑
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
言
葉
を
直
接

用
い
て
は
い
な
い
が
︑
ウ
ェ
ル
ズ
等
と
同
様
の
考
え
方
を
開
陳
し
て
い
る
︵
Piscitelli
2014,2017︶
︒
ピ
シ
テ
リ
は
祭
祀
的
な
活
動
を
中
心
的
に

捉
え
︑
リ
ー
ダ
ー
が
神
殿
を
建
設
す
る
の
に
人
々
を
納
得
さ
せ
︑
必
要
な
労
働
力
を
動
員
し
物
資
を
獲
得
す
る
仕
組
み
を
説
明
す
る

︵
Piscitelli
2017:408︶
︒
ま
た
︑
個
人
あ
る
い
は
少
数
の
集
団
を
リ
ー
ダ
ー
と
し
て
想
定
し
︑
海
岸
線
よ
り
も
内
陸
に
入
っ
た
地
域
で
の
農
業

の
開
始
が
︑
海
岸
地
帯
か
ら
の
労
働
力
を
引
き
込
む
と
い
う
︑
農
業
中
心
的
な
従
来
の
チ
ャ
イ
ル
ド
的
な
モ
デ
ル
に
回
帰
す
る
よ
う
な
ジ
ョ
ナ

サ
ン
・
ハ
ー
ス
等
の
解
釈
︵
H
aas
&
C
ream
er
2012︶
を
好
意
的
に
評
価
す
る
︵
Piscitelli
2017:404︶
︒

ウ
ェ
ル
ズ
の
説
明
で
は
物
質
化
と
い
う
考
え
が
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
説
明
に
用
い
ら
れ
る
が
︑
ピ
シ
テ
リ
の
説
明

で
は
む
し
ろ
結
果
と
想
定
さ
れ
て
い
る
︒
建
造
物
の
大
き
さ
が
︑
指
揮
し
た
人
々
の
強
さ
︑
権
力
︑
偉
大
さ
を
示
し
︑
建
造
物
は
あ
く
ま
で
権

力
の
一
つ
の
表
れ
で
あ
る
と
す
る
︵
Piscitelli
2017:405︶
︒
こ
の
解
釈
は
︑
神
殿
は
結
果
で
は
な
く
︑
そ
れ
こ
そ
が
社
会
の
大
規
模
化
複
雑
化

に
繫
が
る
媒
体
と
な
っ
た
と
す
る
考
え
と
は
異
な
る
︒
神
殿
の
大
き
さ
は
投
入
さ
れ
た
累
積
的
な
労
働
力
を
示
す
が
︑
あ
く
ま
で
長
期
間
に
わ

た
る
更
新
の
結
果
で
あ
り
︑
個
人
の
権
力
に
比
例
す
る
わ
け
で
は
な
い
︒

リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
概
念
は
︑
人
間
を
直
接
観
察
で
き
る
現
代
の
事
例
で
あ
れ
ば
︑
よ
り
汎
用
性
が
高
い
が
︑
物
質
化
の
メ

カ
ニ
ズ
ム
を
扱
う
た
め
︑
過
去
の
社
会
を
対
象
と
す
る
場
合
で
も
用
い
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
︒
特
に
ア
ン
デ
ス
で
は
物
質
は
政
治
的
側
面
よ

り
も
儀
礼
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
た
た
め
応
用
し
や
す
い
︒
ア
ン
デ
ス
の
最
終
期
に
出
現
し
た
イ
ン
カ
帝
国
で
は
︑
物
質
は
カ
マ
イ
︵
ca-

m
ay︶
と
い
う
概
念
で
捉
え
ら
れ
る
︵
渡
部

二
〇
一
七
︶
︒
物
質
は
人
間
が
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
す
る
対
象
で
は
な
く
︑
物
質
そ
の
も
の
に
変
化
の
方

向
性
が
内
在
し
て
い
る
と
い
う
考
え
方
で
あ
る
︒
そ
の
た
め
︑
人
間
は
物
質
に
予
め
備
わ
っ
た
力
に
働
き
か
け
る
だ
け
で
あ
る
︒
カ
マ
イ
が
神

殿
を
更
新
す
る
過
程
で
生
み
出
さ
れ
た
後
付
け
の
概
念
な
の
か
︑
は
じ
め
か
ら
あ
っ
て
神
殿
建
設
の
き
っ
か
け
と
な
っ
た
か
は
判
定
で
き
な
い

が
︑
重
要
な
の
は
物
質
と
儀
礼
が
組
み
合
わ
さ
っ
て
複
雑
化
に
繫
が
っ
て
い
っ
た
と
い
う
事
実
で
あ
る
︒
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儀
礼
と
物
質
が
結
び
つ
く
の
が
ア
ン
デ
ス
の
特
徴
で
あ
り
︑
儀
礼
的
側
面
が
政
治
的
側
面
よ
り
も
先
行
し
て
文
明
形
成
が
進
ん
だ
︒
神
殿
が

大
規
模
化
し
︑
そ
れ
を
通
じ
複
雑
化
も
進
ん
だ
︒
し
ば
し
ば
ア
ン
デ
ス
の
特
徴
と
し
て
︑
は
じ
め
に
神
殿
あ
り
き
︑
と
説
明
さ
れ
る
︵
泉

一
九

六
六
︶
︒
し
か
し
政
治
と
宗
教
の
ど
ち
ら
が
先
に
発
達
し
た
の
か
が
問
題
な
の
で
は
な
く
︑
そ
れ
は
あ
く
ま
で
結
果
で
あ
る
︒
仮
に
物
質
が
政

治
的
側
面
と
結
び
つ
い
た
の
で
あ
れ
ば
︑
政
治
的
統
合
が
よ
り
早
く
進
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
︒
た
だ
し
メ
ソ
ポ
タ
ミ
ア
な
ど
で
も
儀
礼
的
側
面

が
先
に
明
確
化
し
た
よ
う
で
あ
る
︵
Pauketat
2007:188︶
︒
複
数
の
文
明
間
で
共
通
す
る
の
で
あ
れ
ば
︑
儀
礼
を
中
心
に
据
え
た
︑
よ
り
精
緻

な
モ
デ
ル
構
築
が
可
能
と
な
ろ
う
︒

ウ
ェ
ル
ズ
は
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
い
う
概
念
を
物
質
化
と
結
び
つ
け
て
定
義
し
て
い
る
が
︑
大
規
模
化
︑
複
雑
化
の
議
論
に
繫
げ

る
た
め
に
は
も
う
一
工
夫
必
要
で
あ
る
︒
な
ぜ
な
ら
︑
神
殿
の
更
新
に
よ
っ
て
建
造
物
が
大
規
模
化
す
る
こ
と
は
明
白
だ
が
︑
な
ぜ
神
殿
の
更

新
に
伴
い
累
積
的
に
増
加
す
る
︑
神
殿
で
の
活
動
の
た
め
に
必
要
な
労
働
力
が
動
員
さ
れ
る
こ
と
が
可
能
に
な
っ
た
の
か
︑
そ
の
メ
カ
ニ
ズ
ム

に
つ
い
て
は
説
明
さ
れ
て
い
な
い
か
ら
で
あ
る
︒
人
々
の
間
の
差
異
化
の
証
拠
は
あ
く
ま
で
結
果
と
し
て
現
れ
た
の
で
あ
り
︑
神
殿
建
設
の
始

ま
り
︑
継
続
を
少
数
の
集
団
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
に
解
決
を
求
め
る
事
は
難
し
い
︒

先
に
大
貫
︵
二
〇
一
〇
：
九
六
-
九
七
︶
と
関
︵
一
九
九
八
：
三
〇
五
︶
の
神
殿
更
新
を
社
会
変
化
の
原
動
力
と
捉
え
る
考
え
を
紹
介
し
た
︒
関

は
議
論
を
さ
ら
に
展
開
し
︑
神
殿
を
更
新
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
理
由
を
︑
実
践
論
を
用
い
て
説
明
す
る
︵
関
二
〇
一
四
ａ
︑
二
〇
一
四
ｂ
︶
︒

世
界
の
祭
り
の
よ
う
な
定
期
的
に
行
わ
れ
る
事
例
を
知
っ
て
い
れ
ば
︑
祭
り
や
儀
礼
が
繰
り
返
さ
れ
る
過
程
で
慣
習
化
す
る
こ
と
は
理
解
で
き

る
だ
ろ
う
︒
で
は
な
ぜ
増
加
す
る
必
要
な
労
働
力
を
ま
か
な
う
こ
と
が
で
き
た
の
か
︒
こ
こ
で
は
関
の
議
論
を
踏
襲
し
つ
つ
︑
累
積
的
に
増
加

す
る
労
働
力
を
動
員
す
る
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
議
論
の
方
向
性
を
示
し
た
い
︒
そ
の
ヒ
ン
ト
と
し
て
︑
協
同
と
集
合
行
為
と
い

う
概
念
に
着
目
す
る
︒
ピ
シ
テ
リ
も
こ
れ
ら
の
概
念
に
言
及
し
︑
議
論
の
さ
ら
な
る
方
向
性
を
示
唆
し
て
い
る
︵
Piscitelli
2017:408︶
︒

①

マ
イ
ケ
ル
・
ス
ミ
ス
は
︑
テ
ィ
モ
シ
ー
・
ア
ー
ル
等
の
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
・
エ
コ

ノ
ミ
ー
を
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
と
対
置
さ
せ
る
使
用
法
に
異
を
唱
え

て
い
る
︵
Sm
ith
2004:78︶︒
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八

協
同
と
集
合
行
為

文
化
人
類
学
の
分
野
で
マ
ー
ガ
レ
ッ
ト
・
ミ
ー
ド
編
集
に
よ
る
﹃
未
開
の
人
々
の
協
同
と
競
争
﹄︵
M
ead
[ed.]1937︶
と
い
う
本
が
出
版
さ

れ
︑
協
同
︵
cooperation
︶
と
競
争
︵
com
petition
︶
を
対
置
す
る
枠
組
み
が
示
さ
れ
た
︒
考
古
学
で
も
協
同
や
集
合
行
為
︵
collective
action
︶

と
い
う
概
念
が
援
用
さ
れ
︑
主
に
文
化
進
化
を
説
明
す
る
枠
組
み
で
使
用
さ
れ
て
い
る
︵
C
arballo
[ed.]2013;
C
arballo
et
al.2014︶
︒
社
会
学

で
は
協
同
は
次
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
る
︒﹁
複
数
の
個
人
や
集
団
が
︑
行
為
を
調
整
し
あ
っ
て
共
通
目
標
を
達
成
す
る
相
互
行
為
の
過
程
や
関

係
︒
一
般
に
は
意
識
的
な
営
み
を
さ
す
が
︑
広
義
に
は
各
人
が
自
己
利
益
の
た
め
に
行
動
し
な
が
ら
客
観
的
に
は
共
有
し
う
る
効
果
が
生
れ
る

よ
う
な
行
動
や
関
係
を
も
協
同
に
含
め
る
﹂︵
合
原

一
九
九
四
︶
︒
考
古
学
で
も
ほ
ぼ
同
様
の
意
味
で
用
い
ら
れ
て
い
る
が
︑
デ
イ
ヴ
ィ
ッ
ド
・

カ
ル
バ
ー
ジ
ョ
等
は
さ
ら
に
踏
み
込
み
︑
協
同
を
︑
利
益
の
た
め
に
他
の
人
と
と
も
に
コ
ス
ト
を
か
け
リ
ス
ク
を
冒
す
行
為
と
説
明
す
る

︵
C
arballo
et
al.:2014:100︶
︒

協
同
が
集
団
で
の
行
動
に
着
目
す
る
の
に
対
し
︑
競
争
は
個
人
が
突
出
し
て
い
く
過
程
を
記
述
す
る
の
に
用
い
ら
れ
る
︵
M
ead
[ed.]1937︶
︒

競
争
と
い
う
概
念
は
︑
政
治
体
︑
階
層
性
の
議
論
を
す
る
の
に
し
ば
し
ば
用
い
ら
れ
︑
従
来
の
︑
余
剰
生
産
物
の
蓄
積
か
ら
︑
少
数
の
支
配
者

が
突
出
す
る
過
程
を
説
明
す
る
枠
組
み
と
ほ
ぼ
平
行
す
る
︒
一
方
で
︑
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
し
て
の
性
格
が
強
い
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会

に
お
け
る
神
殿
更
新
を
議
論
す
る
際
に
は
︑
個
人
間
︑
集
団
間
の
競
争
よ
り
も
︑
協
同
の
概
念
と
親
和
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
︒
こ
れ
は
特
に
︑

競
合
や
個
人
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ
の
証
拠
が
希
薄
な
︑
形
成
期
早
期
・
前
期
の
神
殿
の
場
合
に
言
え
る
︒
た
だ
し
形
成
期
の
神
殿
を
中
心
と
し

た
社
会
に
競
争
が
な
い
と
い
う
わ
け
で
は
な
く
︑
相
対
的
に
そ
の
程
度
が
低
い
と
想
定
で
き
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
︒
神
殿
を
構
成
す
る
人
々

内
部
で
の
動
き
よ
り
も
︑
神
殿
間
の
関
係
性
︑
例
え
ば
他
の
神
殿
を
意
識
し
た
︑
そ
れ
ら
と
は
異
な
る
特
徴
︑
独
自
性
を
出
そ
う
と
す
る
よ
う

な
動
き
な
ど
を
説
明
す
る
場
合
︑
競
争
と
い
う
概
念
を
有
効
に
活
用
で
き
る
で
あ
ろ
う
︒
実
際
︑
神
殿
間
の
競
合
︑
神
官
の
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ
プ

と
い
う
議
論
も
あ
り
︑
そ
れ
ら
は
特
に
形
成
期
後
期
以
降
を
対
象
と
す
る
場
合
に
有
効
で
あ
る①
︒
筆
者
は
神
殿
社
会
の
進
展
の
結
果
︑
特
定
の
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神
官
集
団
が
突
出
し
た
の
で
あ
り
︑
人
々
の
間
の
競
争
自
体
は
早
期
の
神
殿
更
新
を
推
し
進
め
る
原
動
力
で
は
な
か
っ
た
と
考
え
て
い
る
︒

経
済
学
の
分
野
で
使
用
さ
れ
始
め
た
﹁
集
合
行
為
﹂︵
オ
ル
ソ
ン

一
九
八
三
﹇
一
九
六
五
﹈︶
は
︑
政
治
学
や
社
会
学
に
も
応
用
さ
れ
︑
そ
の
後

考
古
学
で
も
用
い
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
︒
マ
ン
サ
ー
・
オ
ル
ソ
ン
は
︑
集
合
行
為
の
特
徴
を
次
の
よ
う
に
説
明
す
る
︒
協
力
に
よ
っ
て
共
通

の
利
益
が
得
ら
れ
る
場
合
に
集
団
で
の
行
為
に
参
加
し
組
織
を
形
成
す
る
と
想
定
さ
れ
る
︒
し
か
し
共
通
の
目
標
が
あ
れ
ば
︑
自
然
に
集
団
を

形
成
し
増
大
す
る
わ
け
で
は
な
く
︑
大
規
模
に
な
れ
ば
な
る
ほ
ど
集
団
の
目
標
は
実
現
さ
れ
に
く
く
な
る
傾
向
に
あ
り
︑
集
団
の
規
模
は
頭
打

ち
に
な
る
︒
組
織
が
大
規
模
に
な
る
場
合
︑
楽
を
し
て
利
益
を
得
よ
う
と
す
る
者
︵
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
︶
が
出
て
く
る
た
め
︑
強
制
が
な
い
場
合

は
組
織
を
維
持
で
き
な
い
︵
cf.
C
arballo
et
al.:2014:100︶
︒

考
古
学
で
は
︑
集
合
行
為
と
協
同
は
︑
な
ぜ
人
々
が
集
ま
り
︑
共
に
行
動
し
社
会
関
係
の
基
盤
を
築
く
か
を
説
明
す
る
概
念
と
し
て
︑
特
に

複
雑
社
会
の
変
化
を
論
じ
る
た
め
に
︑
文
化
進
化
論
の
枠
組
み
の
中
で
検
討
さ
れ
た
︵
C
arballo
[ed.]2013︶
︒
そ
し
て
協
同
が
主
に
小
規
模
な

集
団
を
対
象
と
し
た
の
に
対
し
︑
集
合
行
為
は
大
規
模
集
団
を
扱
う
と
い
う
傾
向
の
違
い
が
あ
る
︵
C
arballo
et
al.2014:101︶
︒
本
来
︑
経
済

学
の
分
野
で
は
︑
経
済
的
な
組
織
が
対
象
と
さ
れ
る
が
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
神
殿
を
中
心
と
し
た
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
解
釈
す
る
際
に
は
︑

組
織
の
主
構
成
原
理
を
経
済
的
要
因
以
外
に
設
定
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ま
た
︑
集
団
が
大
規
模
に
な
っ
た
時
に
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
出
現
す
る

と
オ
ル
ソ
ン
は
想
定
す
る
が
︑
形
成
期
の
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
は
︑
労
働
し
て
利
益
を
得
る
の
で
は
な
く
︑
む
し
ろ
神
殿
で
の
活
動
自
体
が
利

益
と
な
る
よ
う
な
仕
組
み
︑
集
団
の
目
的
と
個
人
の
目
的
が
一
致
す
る
よ
う
な
仕
組
み
で
あ
る
た
め
︑
そ
う
し
た
フ
リ
ー
ラ
イ
ダ
ー
が
出
現
す

る
こ
と
が
想
定
さ
れ
な
い
︵
cf.丹
辺

二
〇
〇
六
：
三
〇
六
︶
︒

ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
規
模
に
は
限
界
が
あ
り
︑
例
え
ば
ア
ン
デ
ス
形
成
期
後
期
の
大
神
殿
で
あ
る
チ
ャ
ビ
ン
・
デ
・

ワ
ン
タ
ル
で
の
人
口
は
二
〇
〇
〇
-
三
〇
〇
〇
人
と
見
積
も
ら
れ
て
い
る
︵
B
urger
1992:168︶
︒
た
と
え
ば
人
口
一
万
以
上
の
規
模
の
国
家

社
会
を
ま
と
め
上
げ
る
に
は
︑
協
同
や
集
合
行
為
と
い
う
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
み
で
は
不
可
能
で
あ
り
︑
そ
れ
を
乗
り
越
え
る
た
め
に
は
︑
強
制
力
︑

競
争
が
必
要
と
な
る
こ
と
は
ア
ン
デ
ス
の
事
例
で
も
同
様
で
あ
る
︒
し
た
が
っ
て
︑
神
殿
を
中
心
と
し
た
社
会
を
対
象
と
す
る
議
論
で
は
︑
強
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制
力
や
権
力
を
媒
介
し
な
い
で
集
団
の
規
模
が
︑
最
大
で
お
そ
ら
く
三
〇
〇
〇
人
程
度
ま
で
︑
ど
の
よ
う
に
増
大
す
る
か
が
問
題
と
な
る
︒
形

成
期
早
期
か
ら
前
期
ま
で
は
神
官
の
実
態
が
よ
く
分
か
ら
ず
︑
そ
の
姿
が
明
確
に
な
り
始
め
る
の
は
形
成
期
中
期
以
降
で
あ
る
︒
神
殿
で
の
活

動
は
︑
リ
ー
ダ
ー
に
よ
る
指
揮
に
従
っ
て
行
わ
れ
る
行
為
と
い
う
よ
り
も
︑
信
仰
に
従
っ
た
人
々
の
自
発
性
に
基
づ
く
行
為
と
見
ら
れ
る
︒

協
同
と
集
合
行
為
は
︑
そ
も
そ
も
政
治
経
済
組
織
を
対
象
と
し
て
用
い
ら
れ
︑
政
治
的
ア
ク
タ
ー
の
存
在
を
前
提
と
す
る
概
念
で
あ
っ
た
た

め
︑
政
治
的
枠
組
み
の
脆
弱
な
ア
ン
デ
ス
形
成
期
に
︑
そ
の
ま
ま
応
用
す
る
こ
と
は
難
し
い
︒
カ
ル
バ
ー
ジ
ョ
等
は
メ
キ
シ
コ
高
原
を
事
例
と

し
て
︑
協
同
や
集
合
行
為
と
い
う
概
念
を
用
い
て
農
業
︑
水
利
と
社
会
と
の
関
係
を
議
論
し
て
い
る
︵
C
arballo
et
al.2014︶
︒
ア
ン
デ
ス
形
成

期
の
神
殿
を
対
象
と
す
る
場
合
︑
儀
礼
活
動
を
通
し
た
大
規
模
化
︑
複
雑
化
と
い
う
性
格
に
着
目
す
る
必
要
が
あ
る
︒

協
同
や
集
合
行
為
と
い
う
考
え
方
を
考
古
学
で
用
い
る
た
め
に
は
物
質
的
な
手
が
か
り
が
必
要
で
あ
る
︒
ア
ン
デ
ス
形
成
期
を
理
解
す
る
た

め
に
は
︑
物
質
で
あ
る
神
殿
の
建
設
︑
更
新
︑
神
殿
に
お
け
る
儀
礼
と
い
う
行
為
を
示
す
デ
ー
タ
と
︑
協
同
・
集
合
行
為
と
い
う
概
念
を
接
合

す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
る
︒
具
体
的
に
は
︑
一
回
あ
た
り
の
神
殿
の
更
新
に
関
わ
る
労
働
力
︑
そ
し
て
更
新
の
頻
度
を
調
べ
る
こ
と
に
よ
り
︑

集
団
の
規
模
が
ど
れ
だ
け
増
大
し
た
か
を
推
定
で
き
る
︒
そ
し
て
神
殿
の
規
模
だ
け
で
な
く
︑
社
会
集
団
の
規
模
が
増
大
し
︑
そ
し
て
そ
れ
に

伴
い
︑
社
会
間
関
係
が
活
発
化
す
る
様
相
を
モ
デ
ル
化
す
る
必
要
が
あ
る
︒
ア
ン
デ
ス
で
は
農
業
は
︑
む
し
ろ
神
殿
活
動
に
付
随
し
て
活
発
化

し
て
い
っ
た
と
考
え
ら
れ
︑
例
え
ば
︑
ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
の
証
拠
が
増
加
す
る
の
は
形
成
期
中
期
以
降
で
あ
る
︵
Ikehara
et
al.2013︶
︒
そ
し
て

ト
ウ
モ
ロ
コ
シ
製
の
酒
の
醸
造
に
伴
い
︑
神
殿
活
動
の
活
発
化
が
進
ん
だ
と
想
定
で
き
る
︒
つ
ま
り
︑
農
業
そ
の
も
の
は
社
会
変
化
の
基
本
と

な
る
要
素
で
は
な
く
︑
神
殿
を
め
ぐ
る
活
動
の
一
要
素
な
の
で
あ
る
︒
こ
の
こ
と
は
︑
形
成
期
早
期
か
ら
栽
培
さ
れ
て
き
た
ワ
タ
を
用
い
た
織

物
製
作
や
︑
形
成
期
前
期
か
ら
始
ま
っ
た
土
器
製
作
に
つ
い
て
も
言
え
る
︒
さ
ら
に
は
形
成
期
中
期
か
ら
明
確
に
な
る
︑
副
葬
品
を
伴
う
人
物

の
墓
も
︑
儀
礼
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
の
一
つ
と
し
て
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
︒
以
上
の
よ
う
な
神
殿
で
の
活
動
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
の
増
加
と
︑

神
殿
の
活
動
に
関
わ
る
人
々
の
数
の
増
加
を
関
連
づ
け
る
こ
と
が
今
後
の
議
論
の
手
が
か
り
と
な
る
︒

ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
遺
跡
の
形
成
期
後
期
初
め
の
墓
で
は
千
キ
ロ
以
上
離
れ
た
ボ
リ
ビ
ア
に
原
産
地
の
あ
る
ソ
ー
ダ
ラ
イ
ト
︵
方
ソ
ー
ダ
石
︶
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な
ど
も
出
土
し
て
い
る
︵
K
ato
2014:168︶
︒
こ
う
し
た
単
一
遺
跡
に
認
め
ら
れ
る
物
資
の
原
産
地
の
範
囲
の
拡
大
な
ど
が
︑
諸
神
殿
間
の
関

係
性
を
モ
デ
ル
化
す
る
た
め
の
物
質
的
証
拠
と
な
る
︒
神
殿
間
の
共
通
性
や
相
違
性
を
整
理
す
る
た
め
に
は
︑
形
成
期
早
期
で
は
建
築
の
設
計

が
主
な
手
が
か
り
だ
が
︑
土
器
製
作
が
始
ま
る
形
成
期
前
期
以
降
で
は
扱
え
る
証
拠
が
増
え
る
た
め
議
論
し
や
す
い
︒
神
殿
建
設
の
始
ま
り
の

時
期
で
は
︑
協
同
性
が
ど
の
よ
う
に
強
化
さ
れ
る
か
と
い
う
分
析
が
有
効
で
あ
ろ
う
が
︑
そ
の
更
新
の
プ
ロ
セ
ス
で
︑
い
か
に
競
争
の
特
徴
が

顕
著
に
な
っ
て
い
く
か
に
も
着
目
す
べ
き
で
あ
る
︒
特
に
形
成
期
中
期
以
降
を
扱
う
場
合
に
は
︑
個
別
の
神
殿
を
支
え
る
諸
集
団
間
の
関
係
︑

諸
神
殿
間
の
関
係
を
︑
競
争
に
も
着
目
し
︑
協
同
と
競
争
が
変
化
の
両
輪
と
し
て
機
能
す
る
あ
り
方
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
が
有
効
で
あ
ろ
う
︒

一
方
︑
考
古
学
的
デ
ー
タ
の
み
で
は
議
論
に
は
限
界
が
あ
る
の
で
︑
限
ら
れ
た
デ
ー
タ
を
最
大
限
解
釈
す
る
た
め
に
は
︑
民
族
誌
的
な
事
例

に
基
づ
く
演
繹
的
な
推
論
も
必
要
と
な
る
︒
そ
の
際
に
鍵
と
な
る
の
は
︑
人
々
の
自
発
性
を
汲
み
上
げ
︑
協
同
性
を
生
み
出
し
︑
促
進
さ
せ
る

儀
礼
の
ポ
ジ
テ
ィ
ブ
な
側
面
で
あ
る
︒
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
︑
饗
宴
︑
な
ど
儀
礼
に
関
連
す
る
概
念
を
整
理
し
︑
そ
れ
ら
を
協
同
︑
集
合
行
為
と

結
び
つ
け
る
作
業
が
必
要
で
あ
る
︒
儀
礼
遂
行
の
た
め
の
物
質
的
な
基
盤
が
累
積
的
に
増
大
し
︑
集
団
規
模
が
増
大
す
る
こ
と
を
示
す
状
況
証

拠
を
整
理
す
る
こ
と
な
ど
が
課
題
で
あ
る
︒

①

特
に
有
名
な
の
は
︑
ク
ン
ト
ゥ
ル
・
ワ
シ
神
殿
に
前
八
〇
〇
年
頃
埋
葬
さ
れ
た

四
基
の
墓
で
あ
る
︒
そ
れ
は
中
央
基
壇
の
下
に
埋
め
込
ま
れ
て
お
り
︑
新
し
い
神

殿
の
建
立
の
際
に
行
わ
れ
た
一
種
の
儀
礼
で
あ
る
︒
黄
金
製
品
を
は
じ
め
と
す
る

豪
華
な
副
葬
品
を
伴
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
バ
ー
ガ
ー
は
︑
埋
葬
は
儀
礼
で
あ
り
現

実
の
社
会
を
反
映
し
て
い
る
と
は
限
ら
な
い
︑
と
い
う
留
保
を
つ
け
て
い
る
が
︑

こ
れ
ら
の
墓
が
﹁
階
層
社
会
に
お
け
る
エ
リ
ー
ト
の
埋
葬
﹂︵
B
urger
1992:

206︶
で
あ
る
可
能
性
を
指
摘
す
る
︒
関
も
そ
れ
ら
が
神
官
集
団
で
あ
り
︑
社
会

階
層
の
萌
芽
と
解
釈
す
る
︵
関

二
〇
〇
六
︶︒

九

お

わ

り

に

ア
ン
デ
ス
文
明
は
国
家
な
し
で
成
立
し
た
が
︑
そ
の
後
︑
結
果
と
し
て
国
家
が
成
立
し
た
︒
つ
ま
り
︑
時
間
差
は
あ
る
も
の
の
国
家
は
文
明

の
要
素
と
し
て
加
わ
る
こ
と
と
な
り
︑
世
界
中
の
人
々
が
国
家
に
組
み
込
ま
れ
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
︒
か
つ
て
あ
っ
た
国
家
な
き
文
明
社
会

は
地
球
上
か
ら
な
く
な
り
︑
そ
の
た
め
そ
う
し
た
社
会
を
理
解
す
る
の
が
難
し
い
の
で
あ
る
︒
現
在
存
在
し
な
い
タ
イ
プ
の
社
会
で
あ
る
か
ら
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こ
そ
あ
え
て
発
掘
調
査
を
し
て
︑
過
去
の
社
会
を
掘
り
起
こ
す
必
要
が
あ
る
︒
そ
れ
は
人
類
史
を
理
解
す
る
た
め
の
︑
重
要
な
ピ
ー
ス
で
あ
り
︑

人
間
そ
の
も
の
の
本
質
を
理
解
す
る
試
み
で
あ
る
︒
本
論
文
で
は
︑
政
治
組
織
に
着
目
し
た
社
会
の
タ
イ
プ
の
分
類
で
は
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期

の
社
会
を
適
切
に
捉
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
︑
そ
し
て
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
と
い
う
概
念
が
議
論
を
進
め
る
た
め
に
有
効
で
あ
る
こ
と
を

示
し
た
︒
ま
た
︑
ア
ン
デ
ス
形
成
期
の
社
会
の
仕
組
み
を
説
明
す
る
た
め
に
︑
リ
チ
ュ
ア
ル
・
エ
コ
ノ
ミ
ー
︑
協
同
︑
集
合
行
為
と
い
う
諸
概

念
を
用
い
た
︒
し
か
し
︑
い
ず
れ
も
政
治
組
織
が
明
確
な
対
象
を
研
究
す
る
た
め
に
こ
れ
ま
で
用
い
ら
れ
て
き
て
お
り
︑
形
成
期
社
会
の
分
析

に
利
用
す
る
に
は
工
夫
が
必
要
で
あ
る
︒

今
後
の
課
題
と
し
て
︑
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
を
い
く
つ
か
の
タ
イ
プ
に
分
類
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
︒
例
え
ば
︑
チ
ャ
コ
社
会
の
よ
う
に

そ
の
後
国
家
に
移
行
し
な
か
っ
た
地
域
の
ケ
ー
ス
と
︑
ア
ン
デ
ス
の
よ
う
に
国
家
社
会
が
成
立
し
た
場
合
を
峻
別
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
︒
そ
の

た
め
に
は
リ
チ
ュ
ア
リ
テ
ィ
ー
の
中
に
︑
ポ
リ
テ
ィ
カ
ル
な
要
素
が
強
化
さ
れ
る
萌
芽
が
ど
の
よ
う
に
認
め
ら
れ
る
か
に
着
目
す
る
こ
と
が
有

効
で
あ
ろ
う
︒
西
ア
ジ
ア
で
の
ウ
バ
イ
ド
期
で
も
︑
儀
礼
的
枠
組
み
の
中
で
政
治
的
側
面
が
強
化
さ
れ
る
と
い
う
同
様
の
特
徴
が
指
摘
さ
れ
て

い
る
︵
Pollock
1999:91︶
︒
文
明
の
変
容
を
モ
デ
ル
化
す
る
こ
と
も
今
後
の
課
題
で
あ
り
︑
ア
ン
デ
ス
に
お
け
る
国
家
形
成
に
つ
い
て
は
稿
を

改
め
て
論
じ
た
い①
︒

①

ア
ン
デ
ス
で
は
形
成
期
後
期
の
大
神
殿
が
あ
っ
た
と
こ
ろ
に
国
家
は
成
立
せ
ず
︑

逆
に
神
殿
の
建
設
を
早
々
と
停
止
し
た
と
こ
ろ
に
国
家
は
出
現
し
て
お
り
︑
神
殿

社
会
か
ら
国
家
へ
の
移
行
に
は
不
連
続
性
が
認
め
ら
れ
る
︵
渡
部
二
〇
一
六
︶︒
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Origins of Civilizations : A Case Study of the Ancient Andes

by

WATANABE Shinya

Ancient Andean civilization dates to 3000 B.C.E., and its beginning is

defined by the construction of temples (ceremonial centers). When Andean

people started constructing temples, they did not cultivate crops such as

maize or potato intensively and they did not use ceramics. During the

Formative Period (3000-50 B.C.E.), Andean people constructed many temples and

their area of distribution spread, but they did not form politically centralized

social organizations such as states. The Formative Period is subdivided into

5 phases : Initial Formative Phase (3000-1500 B.C.E.), Early Formative Phase

(1500-1200 B.C.E.), Middle Formative Phase (1200-800 B.C.E.), Late Formative

Phase (800-250 B. C. E.), and Final Formative Phase (250-50 B. C. E.). Each

temple was renovated at the same place using building materials such as

stone or adobe and this resulted in gradual aggrandizement. Parallel to the

continuous construction and renovation of temples, Andean formative

societies were also aggrandized, and their complexity increased. As the

dimensions of temples increased, the scale of societies also increased, so we

can say that quantitative change brought about qualitative change. But it

was impossible to enlarge temples indefinitely ; at some point every temple

was abandoned without continued renovations. Thus, Andean temples

changed in quality and did not maintain the same conditions. Temples

themselves were material objects external to the human body and their size

did not indicate the power of the people who led the construction but was

related to the amount of manpower accumulated over a long period.

Unintended consequences were brought about by the practices of the human

ritual groups that constructed the temples.

Andean societies of the Formative Period cannot be defined appropriately

by models of political organization such as the state or chiefdom, so the

concept of “rituality” is introduced in this paper. Rituality applies to societies

that emphasized the ritual, communal, and group solidarity on which these

entities were founded. The ritual part of Andean formative societies is of

primary significance and is not a characteristic incidental to the polity.

( 244 )



Rituality and polity are treated as distinct layers of a society and the societyʼs

character can be explained by their interrelationship.

I introduce the concept “ritual economy” to analyze the relationship

between religious ritual and material objects such as temples. Ritual

economy is defined as “a theoretical construct that concerns the

materialization of socially negotiated values and beliefs through acquisition

and consumption aimed at managing meaning and shaping interpretation.”

By this term we explain a relationship in which political and economic

elements are imbedded within ritual. In the case of Andean formative

societies, it is constructive to analyze primarily ritual aspects that are not

supplemental to political ones. In the case of Andean civilization, the

material was tied to the ritual aspect and the complexity of the ritual aspect

preceded the political one.

Lastly, I try to explain the mechanism of early templesʼ renovation

activities by using the concepts “cooperation” and “collective action,” not

“competition” or “leadership of individuals.” Cooperation is defined as “actions

that require individuals to incur some cost or risk associated with other

individuals receiving a benefit” and ritual activities at temples can be seen

as a consequence of cooperation, not of competition. Groups of individuals

with common interests are expected to act on behalf of their common

interests, and collective action treats problems in which the optimal strategy

from the perspective of an individual differs from the optimal strategy

viewed from the perspective of a group. It is supposed that the population

size of an Andean formative society was around 3,000, and did not exceed it.

And the question is how it is possible that social size grows in scale without

compulsion or political power. To discuss Andean formative cases, the task

at hand is how to connect the increase of the repertory of ritual activities

(agriculture, alcohol, ceramics, textiles, metal objects, etc.) to the increase in

the size of the population at each temple.

Andean civilization was born without state formation, but it resulted in

giving birth to states 3,000 years later. Future research is needed to classify

ritualities and analyze how political elements were intensified within these

ritualities.

Key Words ; Andes, Peru, Temple, Civilization, Ritual
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